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シ
ド
ニ
ー
か
ら
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
へ

序

「
恋
愛
、
そ
れ
は
一
二
世
紀
の
発
明
。」
こ
れ
は
歴
史
家
シ
ャ

ル
ル
・
セ
ニ
ュ
ボ
ス
（
一
八
五
四
〜
一
九
四
二
）
の
有
名
な
言
葉
で

あ
る
。
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
時
代
の
人
々
に
と
っ
て
の
「
男
女

関
係
」
は
、〈
夫
婦
愛
〉
と
遊
女
を
対
象
に
し
た
〈
売
春
〉
の

二
種
類
し
か
な
か
っ
た
。〈
恋
の
諸
相
〉、〈
恋
愛
の
生
態
〉
を

歌
う
こ
と
に
か
け
て
は
名
手
と
さ
れ
た
プ
ブ
リ
ウ
ス
・
オ
ウ
ィ

デ
ィ
ウ
ス
・
ナ
ソ
（
前
四
三
〜
紀
元
一
七
ま
た
は
一
八
年
）
が
書
い
た

恋
愛
指
南
書
『
ア
ル
ス
・
ア
マ
ト
リ
ア
』
が
目
指
し
て
い
た
の

は
、
愛
、
恋
愛
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、〈
色
恋
〉
の
道
を
伝

授
す
る
教
訓
詩
で
あ
っ
た
。
一
四
世
紀
イ
タ
リ
ア
の
詩
人
ペ
ト

ラ
ル
カ
が
、
こ
の
作
品
を
書
い
た
た
め
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
が
流

罪
に
な
っ
て
当
然
の
「
狂
っ
た
作
品
」
と
評
し
た
の
は
、
古
代

ロ
ー
マ
以
来
、
革
新
の
一
二
世
紀
を
経
て
、
中
世
か
ら
近
代
初

期
に
か
け
て
、
西
洋
の
恋
愛
観
が
一
変
し
た
こ
と
を
物
語
っ
て

い
る
。
現
に
、一
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
大
詩
人
シ
ャ
ル
ル
・
ボ
ー

ド
レ
ー
ル
は
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
を
評
し
て
、
ひ
た
す
ら
肉
体

的
官
能
的
愛
を
歌
っ
た
詩
人
、
愛
の
精
神
性
を
知
ら
ぬ
詩
人
と

し
て
断
罪
し
て
い
る
１

。

一
二
世
紀
南
仏
で
生
ま
れ
た
新
し
い
〈
精
美
の
愛
〉
を
声
高

に
歌
っ
た
の
は
、
ト
ゥ
ル
バ
ド
ゥ
ー
ル
と
呼
ば
れ
る
叙
情
詩
人

た
ち
で
あ
っ
た
。
愛
の
喜
び
、
愛
に
よ
る
人
格
の
向
上
、〈
愛

の
宗
教
〉
を
唱
え
、
女
性
崇
拝
の
歌
を
書
い
た
。
女
性
を
至
福

の
源
と
し
、
憧
憬
と
崇
拝
の
念
を
抱
い
て
、
意
中
の
既
婚
の
貴

婦
人
に
奉
仕
す
る
喜
び
を
歌
う
彼
ら
の
〈
至
純
の
愛
〉
は
、
パ

―
―
イ
ギ
リ
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
恋
愛
詩
の
系
譜

村　

里　

好　

俊
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リ
を
中
心
と
す
る
北
フ
ラ
ン
ス
の
叙
情
詩
人
た
ち
に
受
け
継
が

れ
て
い
っ
そ
う
倫
理
的
に
規
範
化
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
２

、
南

下
し
て
イ
タ
リ
ア
へ
向
か
い
、
グ
イ
ド
・
カ
バ
ル
カ
ン
テ
ィ
ー

を
始
め
と
す
る
「
清
新
体 D

o
lce S

til N
u
o
vo

」
の
詩
人
た
ち

を
経
由
し
て
、
一
三
世
紀
後
半
の
ダ
ン
テ
、
一
四
世
紀
の
ペ
ト

ラ
ル
カ
や
ボ
ッ
カ
チ
オ
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
。

司
祭
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
カ
ペ
ル
ラ
ヌ
ス
の
『
宮
廷
風
恋
愛
の

技
術
』３
で
規
定
さ
れ
た
「
恋
愛
の
三
一
ヶ
条
」
に
よ
っ
て
、

君
主
に
臣
下
が
奉
仕
す
る
よ
う
に
、
貴
婦
人
に
恋
す
る
男
（
騎

士
）
が
奉
仕
す
る
と
い
う
〈
騎
士
道
的
恋
愛
の
構
図
〉
が
こ
こ

に
成
立
す
る
。
例
え
ば
、こ
の
構
図
は『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ

ト
』
二
幕
二
場
の
〈
バ
ル
コ
ニ
ー
・
シ
ー
ン
〉
に
も
示
唆
さ
れ

て
い
る
。淑
女
で
あ
る
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
が
バ
ル
コ
ニ
ー
に
い
て
、

彼
女
を
愛
す
る
ロ
ミ
オ
が
下
の
庭
園
か
ら
上
に
い
る
彼
女
に
求

愛
す
る
と
い
う
上
下
関
係
の
図
柄
は
、
ま
さ
に
こ
の
構
図
を
な

ぞ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
〈
騎
士
道
的
恋
愛
の
構
図
〉
を
基
盤
に
し
て
、
愛
す
る

女
性
に
ひ
た
す
ら
愛
を
捧
げ
、
そ
れ
を
様
々
な
詩
的
技
法
を
凝

ら
し
て
歌
っ
た
詩
人
が
、
イ
タ
リ
ア
の
ダ
ン
テ
と
ペ
ト
ラ
ル
カ

で
あ
る
。
ダ
ン
テ
（
一
二
六
五
〜
一
三
二
一
）
に
と
っ
て
永
遠
の
女

性
で
あ
る
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
は
、
若
き
ダ
ン
テ
の
内
面
派
の
抒

情
詩
集
『
新
生
』（
一
二
九
二
年
）
４

に
生
き
生
き
と
、
美
し
く
も

ま
た
優
し
く
歌
わ
れ
て
い
る
。『
新
生
』
に
書
き
加
え
ら
れ
た

自
注
の
詞
書
に
依
る
と
、
彼
女
と
ほ
と
ん
ど
年
齢
が
同
じ
ダ
ン

テ
は
、
九
歳
で
彼
女
を
見
染
め
、
一
八
歳
の
時
に
再
会
し
て
恋

心
に
燃
え
た
と
い
う
。
し
か
し
、
ベ
ア
ト
リ
―
チ
ェ
は
シ
モ
ー

ネ
・
デ
・
パ
ル
デ
ィ
に
嫁
し
て
、
一
二
九
〇
年
に
二
五
歳
の
若

さ
で
身
罷
っ
た
。
ダ
ン
テ
に
と
っ
て
は
、
現
実
に
は
、
永
遠
に

手
の
届
か
な
い
女
性
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。し
か
し
、

ダ
ン
テ
は
決
し
て
手
に
入
ら
な
い
女
性
に
対
す
る
思
慕
の
念
を

恋
愛
詩
に
歌
い
、『
神
曲
』で
は
、ダ
ン
テ
が
尊
敬
す
る
古
代
ロ
ー

マ
の
詩
人
ウ
ェ
リ
ギ
リ
ウ
ス
に
導
か
れ
て
「
地
獄
」、「
煉
獄
」

を
経
廻
っ
た
の
ち
、
彼
に
代
わ
っ
て
、
永
遠
の
存
在
で
あ
る
ベ

ア
ト
リ
ー
チ
ェ
が
天
国
で
の
ダ
ン
テ
の
道
案
内
を
す
る
の
で
あ

る
。フ

ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
・
ペ
ト
ラ
ル
カ
（
一
三
〇
四
〜
七
四
）
の
代
表

作
『
カ
ン
ツ
ォ
ニ
エ
ー
レ
』
全
三
六
六
歌
（
内
、
ソ
ネ
ッ
ト
は

三
一
七
篇
）
は
、
ダ
ン
テ
に
と
っ
て
の
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
の
よ

う
に
、
彼
に
と
っ
て
の
永
遠
の
女
性
で
あ
る
ラ
ウ
ラ
に
捧
げ
ら

れ
た
抒
情
詩
集
で
あ
る
。
ペ
ト
ラ
ル
カ
が
ラ
ウ
ラ
と
出
会
っ
た

の
は
、
一
三
二
七
年
四
月
六
日
、
ア
ヴ
ィ
ニ
ョ
ン
の
聖
女
キ

ア
ー
ラ
（
ク
レ
ー
ル
）
教
会
に
お
い
て
で
あ
る
。
彼
女
は
他
の

(44)



熊 本 県 立 大 学 文 学 部 紀 要 　　第17巻　　　2011128

男
性
に
嫁
い
だ
よ
う
だ
が
、そ
れ
か
ら
二
一
年
の
歳
月
を
経
た
、

一
三
四
八
年
五
月
、
イ
タ
リ
ア
の
パ
ル
マ
に
滞
在
し
て
い
た
ペ

ト
ラ
ル
カ
は
、
友
人
か
ら
の
知
ら
せ
で
、
ラ
ウ
ラ
が
当
時
大
流

行
し
て
い
た
ペ
ス
ト
に
罹
っ
て
落
命
し
た
と
の
知
ら
せ
を
受
け

た
。
こ
の
訃
報
を
受
け
た
後
に
彼
が
書
き
と
め
た
メ
モ
か
ら
、

ラ
ウ
ラ
の
死
の
衝
撃
が
彼
に
と
っ
て
い
か
に
大
き
か
っ
た
か
を

読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
、
重
要
な
の
は
、
ダ
ン
テ
の
ベ
ア
ト
リ
ー
チ
ェ
へ
の

恋
愛
詩
も
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
ラ
ウ
ラ
へ
の
恋
愛
詩
も
、
あ
の
世

へ
と
旅
立
っ
て
し
ま
い
、
現
世
で
は
二
度
と
再
び
相
ま
み
え
る

こ
と
の
な
い
女
性
に
対
し
て
、
切
々
と
連
綿
と
し
て
恋
心
を

歌
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
中
世
後
期
か
ら
近
代

初
期
に
か
け
て
文
化
の
先
進
国
イ
タ
リ
ア
に
現
わ
れ
た
二
大
詩

人
の
手
に
な
る
恋
愛
詩
、
と
り
わ
け
、
後
者
が
書
い
た
詩
集
の

影
響
力
の
大
き
さ
ゆ
え
に
、〈
決
し
て
叶
え
ら
れ
な
い
愛
〉
こ

そ
が
、
そ
の
後
の
西
洋
恋
愛
詩
の
基
本
を
形
成
す
る
こ
と
に
な

る
。

*

ヘ
ン
リ
ー
八
世
に
仕
え
た
廷
臣
で
、
外
交
官
と
し
て
早
く
か

ら
フ
ラ
ン
ス
や
イ
タ
リ
ア
に
渡
航
す
る
機
会
に
恵
ま
れ
た
ト
マ

ス
・
ワ
イ
ア
ッ
ト
（
一
五
〇
三
〜
四
二
）
は
、
大
陸
の
ル
ネ
サ
ン
ス

文
化
・
文
芸
に
親
し
み
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
を
英
語
に
翻
訳
し
て
い

ち
早
く
そ
の
詩
風
を
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
伝
え
た
シ
ド
ニ
ー
以
前

の
詩
人
で
あ
る
。『
カ
ン
ツ
ォ
ニ
エ
ー
レ
』
の
半
ば
に
あ
る
詩

（
一
八
九
番
）５ 

と
ワ
イ
ア
ッ
ト
に
よ
る
そ
の
英
語
訳
を
並
べ

て
み
よ
う
。（
両
詩
と
も
、
日
本
語
訳
で
引
用
す
る
）。

わ
が
帆
船
は　

忘
却
を
積
み
通
り
ゆ
く　
　
　
　
　
　
　

荒
れ
る
波
の
な
か　

冬
の
夜
更
け
の　
　
　
　
　
　
　
　

シ
ッ
ラ
と
カ
リ
ブ
デ
ィ
の
海
峡
あ
た
り　

舵
取
る
船
頭
は
わ
が
主　

い
な
わ
が
宿
敵
に
し
て　

ひ
と
か
き
漕
ぐ
ご
と　

瞬
時
に
横
切
る　

不
吉
な
想
い　

嵐
も
終
末
も
嘲
笑
う
か
に　

溜
息
と
希
望
と
憧
れ
の
嵐
が　

湿
っ
て　

引
き
裂
く
帆　

永
久
に
吹
き
や
ま
ず
に
。　

涙
の
雨
と
侮
蔑
の
霧
が　

濡
ら
し
て
は　
　

は
た
ま
た
撓
め
る　

疲
れ
た
帆
綱　
　
　

無
知
と
迷
い
で　

綯
っ
た
帆
綱
か
。　
　

こ
う
し
て
い
つ
も
の
甘
い
目
標
が　

隠
れ
去
り　

理
性
も
技
術
も　
　
　
　

(45)
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波
間
に
消
え
て　

港
を
目
指
す
を
諦
め
か
け
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

( C
anzoniere,1

8
9
)  

忘
却
と
い
う
積
荷
を
積
ん
だ
私
の
ガ
レ
ー
船
は

冬
の
真
夜
中　

荒
海
に
も
ま
れ
な
が
ら

岩
と
岩
と
の
間
を
進
む
。
舵
を
と
る
の
は
私
の
敵

実
は
私
の
主
君　

そ
の
舵
さ
ば
き
の
惨
酷
な
こ
と
よ
。

櫂
と
い
う
櫂
は
み
な　

か
か
る
場
合
は
死
を
も
軽
し
と

い
か
な
る
危
険
を
も
冒
そ
う
と
す
る
一
途
な
心

切
な
い
溜
息　

信
じ
な
が
ら
の
不
安
が
起
こ
す
嵐
は

た
ち
ま
ち
帆
を
引
き
裂
い
て
い
く
。

涙
の
雨
、
暗
い
侮
蔑
の
暗
雲
が

過
誤
と
無
知
を
縒
っ
て
作
っ
た

疲
労
し
た
索
具
に　

大
き
な
損
害
を
与
え
た
。

私
を
苦
し
み
に
導
い
た
星
は
隠
れ
て
し
ま
い

私
を
支
え
る
べ
き
理
性
も
海
に
溺
れ
て
し
ま
い

目
指
す
港
に
着
け
る
当
て
な
ど　

今
は
な
い
。

    　
　
　

”M
y galley ch

arged
 w

ith
 fo

rgetfu
ln

ess”

６

ペ
ト
ラ
ル
カ
の
原
詩
と
ワ
イ
ア
ッ
ト
の
訳
詩
を
比
較
す
る
と
、

原
詩
の
い
く
つ
か
の
言
葉
が
訳
詩
で
は
省
略
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
ら
は
詩
の
性
格
を
根
本
的
に
変
化
さ
せ
る
も
の
で
は
な

い
。
訳
詩
に
は
原
詩
に
な
い
「
暗
澹
」
、
「
不
吉
」
、
「
秘

密
」
等
の
含
意
を
持
つ

”d
ark

”

「
暗
い
」
と
い
う
形
容
詞
が

あ
る
。
原
詩
の
三
行
目
の
具
体
的
な
名
称
を
単
純
に
「
岩
と
岩

の
間
を
進
む
」
と
変
え
た
の
は
音
節
数
の
都
合
で
あ
ろ
う
が
、

ホ
メ
ロ
ス
以
来
の
伝
統
を
背
負
う
重
た
い
言
葉
を
意
図
的
に
避

け
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
ワ
イ
ア
ッ
ト
に
は
、
そ
の
豊
富
な
学

識
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
重
た
い
外
来
の
言
葉
よ
り
は
、
軽
い
土

着
の
言
葉
を
愛
す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
か
ら
だ
。
原
詩
の
「
濡

ら
し
て
は
／
は
た
ま
た
撓
め
る
」
、
を
「
大
き
な
損
害
を
与
え

た
」
と
し
た
の
は
、
実
感
の
こ
も
っ
た
具
体
性
が
す
っ
か
り
消

え
て
い
る
し
、
原
詩
の
擬
人
化
の
技
法
も
訳
詩
に
は
な
い
が
、

訳
詩
の
「
信
じ
な
が
ら
の
不
安
」
と
い
う

”o
xy

m
o
ro

n
”

(

撞

着
語
法)

は
、
後
に
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
詩
人
た
ち
が
好
ん
で
利

用
す
る
詩
的
技
法
で
あ
り
、
こ
の
点
で
ワ
イ
ア
ッ
ト
は
時
代
に

先
ん
じ
て
い
た
と
い
え
る
。
し
か
し
、
翻
っ
て
考
え
て
み
れ

ば
、
「
撞
着
語
法
」
は
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
詩
作
態
度
そ
れ
自
体
の

特
徴
で
あ
る
。
語
彙
的
レ
ベ
ル
で
は
、
例
え
ば
、
ペ
ト
ラ
ル
カ

的
詩
語
「
冷
た
い
炎
」
が
そ
の
典
型
で
あ
る
し
、
何
よ
り
も
死

ん
で
し
ま
っ
て
永
遠
に
手
の
届
か
な
い
女
性
に
純
愛
を
捧
げ
る

こ
と
自
体
が
言
語
矛
盾
で
あ
り
、
ま
さ
し
く
「
撞
着
語
法
」
的

(46)
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態
度
で
あ
る
。
ワ
イ
ア
ッ
ト
は
、
こ
の
訳
詩
の
中
で
原
詩
に
は

な
い
言
葉
を
用
い
る
こ
と
で
、
こ
の
ペ
ト
ラ
ル
カ
特
有
の
心
的

態
度
を
写
し
取
っ
て
い
る
の
だ
。

こ
う
し
て
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
ペ
ト
ラ
ル
カ
が
移
入
さ
れ
る

と
、
ワ
イ
ア
ッ
ト
と
サ
リ
ー
の
衣
鉢
を
継
ぐ
一
六
世
紀
後
半
の

詩
人
た
ち
は
挙
っ
て
ペ
ト
ラ
ル
カ
風
の
恋
愛
ソ
ネ
ッ
ト
詩
集
を

陸
続
と
書
き
始
め
た
。
そ
し
て
多
種
多
様
な
詩
的
技
巧
の
変
奏

は
見
ら
れ
る
が
、
絶
対
に
叶
え
ら
れ
な
い
愛
を
切
々
と
歌
い
続

け
る
と
い
う
点
で
は
、
得
恋
で
終
わ
る
ス
ペ
ン
サ
ー
の
『
ア
モ

レ
ッ
テ
ィ
』
を
例
外
と
し
て
、
す
べ
て
の
詩
人
た
ち
の
詩
集
が

一
致
し
て
い
る
。
少
な
く
と
も
、
全
く
毛
色
の
違
っ
た
シ
ェ
イ

ク
ス
ピ
ア
の
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
が
現
わ
れ
る
ま
で
は
。
イ
ン
グ

ラ
ン
ド
で
一
五
九
〇
年
代
の
連
作
ソ
ネ
ッ
ト
詩
集
大
流
行
の
先

鞭
を
付
け
た
シ
ド
ニ
ー
の
『
ア
ス
ト
ロ
フ
ィ
ル
と
ス
テ
ラ
』
は
、

一
目
惚
れ
の
伝
統
を
破
り
、
恋
人
の
目
を
黒
い
瞳
に
描
い
て
い

る
し
、
そ
れ
に
加
え
て
、
後
に
論
じ
る
よ
う
に
、
純
愛
で
は
な

く
、
情
熱
に
結
局
身
を
委
ね
よ
う
と
す
る
詩
人
・
語
り
手
の
欲

望
が
前
面
に
顔
を
出
す
が
、
そ
の
他
の
点
で
は
、
一
応
、
人
妻

へ
の
叶
わ
ぬ
恋
と
い
う
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
の
伝
統
の
下
で
様
々
な

変
奏
を
加
え
な
が
ら
書
か
れ
て
い
る
。

様
々
な
変
奏
が
加
え
ら
れ
て
い
く
う
ち
に
、
あ
ま
り
に
詩
的

表
現
に
凝
り
過
ぎ
て
、
詩
の
中
に
遊
び
的
な
、
持
っ
て
廻
っ
た

技
巧
的
要
素
が
頻
出
す
る
よ
う
に
な
る
。
擬
似
恋
愛
詩
的
様
相

を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
だ
。
恋
愛
詩
集
を
物
し
た
詩

人
た
ち
の
愛
の
対
象
で
あ
る
女
性
自
身
が
、ド
レ
イ
ト
ン
の『
イ

デ
ア
』
の
場
合
の
よ
う
に
、
生
身
の
女
性
か
ら
反
転
し
て
、
女

性
の
美
の
化
身
と
し
て
の
「
イ
デ
ア
」
に
変
貌
す
る
ま
で
に
な

る
。
こ
の
趣
向
こ
そ
、
ま
さ
に
、「
決
し
て
手
の
届
か
な
い
女

性
像
」
の
典
型
で
あ
ろ
う
。

一
例
を
挙
げ
れ
ば
、『
ロ
ミ
オ
と
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
』
の
若
き

主
人
公
ロ
ミ
オ
は
、
舞
台
に
登
場
し
て
間
も
な
く
、
片
思
い
の

女
性
へ
の
愛
を
「
撞
着
語
法
」
を
多
用
し
て
友
人
ベ
ン
ヴ
ォ
リ

オ
に
訴
え
る
。　
　

W
h
y th

en
, O

 b
raw

lin
g lo

ve! O
 lo

vin
g h

ate!

O
 an

yth
in

g, o
f n

o
th

in
g first create!

O
 h

eavy ligh
tn

ess! S
erio

u
s van

ity!

M
is-

sh
ap

en
 ch

ao
s o

f w
ell-

seem
in

g fo
rm

s!

F
eath

er o
f lead

, b
righ

t sm
o
ke, co

ld
 fire, sick h

ealth
!

 S
till-

w
akin

g sleep
, th

at is n
o
t w

h
at it is!

T
h
is lo

ve feel I, th
at feel n

o
 lo

ve in
 th

is.
　
　
　
　
　

( Rom
eo and Juliet. I. 1

. 1
7
6
-
1
8
3
)
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あ
あ
、
諍
い
な
が
ら
の
愛
、
愛
す
る
ゆ
え
の
憎
し
み
。

そ
も
そ
も
無
か
ら
生
ま
れ
た
有
。

重
々
し
い
軽
さ
、
生
真
面
目
な
戯
れ
。

外
観
は
美
し
く
整
っ
て
い
る
が
形
の
崩
れ
た
混
沌
。

鉛
の
羽
毛
、
輝
く
煙
、
冷
た
い
炎
、
病
め
る
健
康
。

常
に
目
覚
め
た
眠
り
、
真
実
の
眠
り
で
は
な
い
眠
り
。

微
塵
も
恋
心
わ
か
ぬ
こ
の
僕
が
、
恋
を
し
て
い
る
と
は
。

ロ
ミ
オ
が
感
じ
て
い
る
こ
の
愛
は
、
実
際
に
は
舞
台
に
一
度
も

現
わ
れ
な
い
ロ
ザ
リ
ン
ド
と
い
う
名
の
み
に
女
性
に
、
つ
ま
り

「
実
在
し
な
い
」
女
性
に
対
す
る
愛
で
あ
り
、
そ
の
種
の
愛
が

右
の
台
詞
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
「
撞
着
語
法
」
を
多
用
し
て
表

現
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
ロ
ミ
オ
は
や
が
て
実
在
す
る
生
身
の
女

性
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
に
本
当
の
命
が
け
の
恋
を
す
る
が
、
ロ
ザ
リ

ン
ド
へ
の
一
方
的
な
恋
心
は
独
り
よ
が
り
で
思
い
込
み
の
激
し

い
偽
り
の
そ
れ
で
あ
る
。
当
時
の
宮
廷
詩
人
た
ち
の
詩
文
に

は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
を
恋
人
に
見
立
て
て
恋
心
を
捧
げ
る
と

い
う
趣
向
の
「
遊
戯
と
し
て
の
恋
」
と
か
、
実
在
し
な
い
架
空

の
女
性
を
想
定
し
て
の
、
こ
の
よ
う
な
擬
似
的
技
巧
的
修
辞
的

愛
の
表
現
が
頻
出
し
て
い
た
の
を
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
一
般

民
衆
と
い
う
現
実
的
な
目
を
持
つ
観
客
の
前
で
、
舞
台
の
上
で

な
ぞ
っ
て
見
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
７

。

一　

シ
ド
ニ
ー
の
詩
論

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』( The Sonnets, 1

6
0
9
) 

五
五
番
で
、彼
の
愛
す
る
眉
目
秀
麗
の
貴
公
子
に
呼
び
か
け
て
、

次
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
。

N
o
t M

arb
le, n

o
r th

e gild
ed

 m
o
n
u
m

en
ts　

　
　
　
　
　

O
f p

rin
ces sh

all o
u
tlive th

is p
o
w
erfu

l rh
ym

e;　
　
　
　
　
　

 

B
u
t yo

u
 sh

all sh
in

e m
o
re b

righ
t in

 th
ese co

n
ten

ts

T
h
an

 u
n
sw

ep
t sto

n
e b

esm
ear'd

 w
ith

 slu
ttish

 tim
e.　

　

W
h
en

 w
astefu

l w
ar sh

all statu
es o

vertu
rn

,               

A
n
d
 b

ro
ils ro

o
t o

u
t th

e w
o
rk o

f m
aso

n
ry,             

N
o
r M

ars h
is sw

o
rd

 n
o
r w

ar's q
u
ick fire sh

all b
u
rn

       

T
h
e livin

g reco
rd

 o
f yo

u
r m

em
o
ry.                    

'G
ain

st d
eath

 an
d
 all o

b
livio

u
s en

m
ity                  

S
h
all yo

u
 p

ace fo
rth

: yo
u
r p

raise sh
all still fin

d
 ro

o
m

      

E
ven

 in
 th

e eyes o
f all p

o
sterity                      

T
h
at w

ear th
is w

o
rld

 o
u
t to

 th
e en

d
in

g d
o
o
m

.             

S
o
, till th

e ju
d
gm

en
t th

at yo
u
rself arise,　
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Y

o
u
 live in

 th
is, an

d
 d

w
ell in

 lo
vers' eyes.

８  

君
主
の
大
理
石
の
碑
も
金
箔
を
ま
と
っ
た
記
念
碑
も　
　

こ
の
力
強
い
詩
の
寿
命
に
は
敵
い
は
し
な
い
。

穢
ら
し
い
〈
時
〉
に
汚
さ
れ
埃
を
か
ぶ
っ
た
石
碑
よ
り
も
、

君
を
歌
っ
た
こ
の
詩
の
中
で
君
は
一
段
と
晴
れ
や
か
に
輝
く
の
だ
。

破
壊
が
な
り
わ
い
の
戦
乱
が
彫
像
を
覆
し
、

争
い
が
石
工
の
作
品
を
根
こ
そ
ぎ
に
し
よ
う
と
も
、

君
の
思
い
出
の
詰
ま
っ
た
こ
の
活
き
た
記
録
を
、

軍
神
の
剣
も
戦
乱
の
猛
火
も
焼
き
尽
く
せ
な
い
。

死
に
も
、
そ
し
て
忘
却
と
い
う
敵
に
も
、

堂
々
と
君
は
立
ち
向
か
い
、
君
の
誉
れ
は
、

こ
の
世
の
最
後
の
審
判
の
日
に
至
る
ま
で
、

代
々
人
々
の
眼
に
触
れ
続
け
よ
う

君
が
蘇
る
そ
の
審
判
の
日
ま
で
、  

君
は
こ
の
詩
の
中
に
生
き
、
恋
す
る
者
た
ち
の
眼
の
中
に
住
む
。

詩
人
は
、
類
稀
な
美
に
恵
ま
れ
た
友
人
を
後
世
に
語
り
継
ぐ
た

め
に
は
、
時
の
経
過
と
と
も
に
穢
れ
て
塵
に
埋
も
れ
、
あ
る
い

は
戦
火
で
滅
ん
で
し
ま
う
石
碑
や
記
念
碑
な
ど
は
頼
り
甲
斐
が

な
い
。
友
人
の
美
は
、
愛
を
知
る
人
々
が
読
み
継
ぐ
詩
の
中
に

だ
け
蘇
っ
て
生
き
続
け
る
の
だ
、
と
断
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
中
で
、
圧
倒
的
な

力
を
持
つ
「
貪
欲
な
時
」
に
対
抗
し
て
、
若
き
貴
公
子
で
あ
る

友
人
（
の
美
）
を
永
遠
化
す
る
手
段
と
し
て
、
お
お
よ
そ
、
次

の
三
つ
を
示
唆
し
て
い
る
。（
一
）
結
婚
し
て
子
供
を
作
る
こ

と
、（
二
）
不
滅
の
詩
の
中
に
歌
い
込
む
こ
と
、（
三
）
例
え
ば
、

一
一
六
番
で
謳
歌
さ
れ
て
い
る
、
確
固
不
動
の
真
実
の
愛
、
で

あ
る
。
上
の
ソ
ネ
ッ
ト
で
は
、
こ
れ
ら
〈
時
を
超
え
る
〉
三
つ

の
手
段
の
う
ち
第
二
手
段
を
描
い
て
見
せ
て
い
る
の
だ
が
、
こ

れ
は
ま
た
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、
彼
の
〈
詩
へ
の
抱
負
〉
と
言

う
べ
き
も
の
を
瞥
見
さ
せ
て
い
る
。
詩
の
不
滅
性
へ
の
彼
の
信

念
が
こ
の
詩
に
は
垣
間
見
て
取
れ
る
の
で
あ
る
。

『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
が
一
五
九
〇
年
代
に
大
隆
盛
し
た
エ
リ
ザ
ベ

ス
朝
ソ
ネ
ッ
ト
連
作
詩
集
の
、（
少
な
く
と
も
出
版
の
時
期
に

関
し
て
は
流
行
遅
れ
で
は
あ
る
が
）、
掉
尾
を
飾
る
作
品
だ
と

す
れ
ば
、
そ
の
先
鞭
を
付
け
、〈
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ペ
ト
ラ
ル

カ
〉
の
称
号
を
そ
の
作
者
に
付
与
す
る
こ
と
に
な
っ
た
『
ア

ス
ト
ロ
フ
ィ
ル
と
ス
テ
ラ
』Astrophil and Stella

 

（
一
五
九
一
年
）

を
創
作
し
た
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
シ
ド
ニ
ー
の
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ

う
か
。
彼
の
場
合
、
幸
い
に
も
、
自
ら
の
詩
論
を
書
き
記
し
た

『
詩
の
擁
護
あ
る
い
は
弁
護
』The D

efence of Poesie, or An 
Apology for Poetrie 

（
一
五
九
五
年
）
が
残
さ
れ
て
い
る
。
本
節

(49)
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で
は
、
こ
の
『
詩
の
擁
護
』
と
彼
の
い
く
つ
か
の
ソ
ネ
ッ
ト
を

参
照
・
分
析
す
る
こ
と
で
、
シ
ド
ニ
ー
の
詩
観
を
探
っ
て
み
た

い
。

*
 

『
詩
の
擁
護
』
は
、
シ
ド
ニ
ー
自
身
が
要
約
し
て
く
れ
て
い
る

よ
う
に
、
お
お
よ
そ
三
つ
の
大
き
な
部
分
に
分
け
ら
れ
る
。
し

か
し
こ
れ
ら
三
部
分
は
、
全
く
別
個
の
内
容
か
ら
成
立
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
互
い
に
補
い
合
っ
て
い
て
、
実
際
、
い
く

つ
か
の
重
複
や
反
復
が
認
め
ら
れ
る
。

ま
ず
第
一
部
（
三
〜
二
八
頁
）
９

に
お
い
て
、
シ
ド
ニ
ー
は
詩
の

定
義
を
試
み
、
詩
の
想
像
的
、
英
雄
的
、
哲
学
的
背
景
に
言
及

し
、
詩
の
種
類
を
駆
け
足
で
並
記
し
、
そ
し
て
詩
こ
そ
は
最
も

古
い
時
代
か
ら
の
教
師
で
あ
り
、
自
然
を
映
す
鏡
で
あ
り
、
教

え
る
け
れ
ど
も
楽
し
ま
せ
な
い
哲
学
よ
り
も
、
実
例
は
与
え
る

け
れ
ど
も
理
想
を
示
さ
な
い
歴
史
よ
り
も
優
れ
て
い
る
、
と
断

言
す
る
。

第
二
部
（
二
八
〜
三
五
頁
）
に
お
い
て
、
シ
ド
ニ
ー
は
、『
悪
癖

学
校
』The Schoole of Abuse 

（
一
五
七
九
年
）
の
著
者
で
、「
詩

人
の
敵
」
ス
テ
ィ
ブ
ン
・
ゴ
ッ
ソ
ンS

tep
h
en

 G
o
sso

n

（
一
五
五
四

〜
一
六
二
四
）
と
そ
の
一
派
に
よ
っ
て
、
詩
芸
術
に
対
し
て
投
げ

つ
け
ら
れ
た
様
々
な
「
異
議
申
し
立
て
」
を
分
析
し
、
か
つ
論

破
す
る
。

第
三
部
（
三
五
〜
四
六
頁
）
に
お
い
て
、
シ
ド
ニ
ー
は
「
な
ぜ

英
国
は
詩
に
対
し
て
継
母
の
よ
う
に
厳
し
く
あ
た
る
の
か
」
と

い
う
問
い
を
発
し
、
前
時
代
と
同
時
代
の
英
国
の
詩
人
た
ち
に

言
及
し
、
ま
た
、
ま
だ

”U
n
iversity W

its”

や
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
が
登
場
す
る
以
前
で
、
民
衆
演
劇
黎
明
期
の
英
国
演
劇

の
欠
点
を
論
じ
る
。
そ
れ
か
ら
鉾
先
を
、
抒
情
詩
や
散
文
に

し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
、
流
行
の
表
現
の
「
気
取
り
、

衒
い
」

”affectatio
n
”

に
向
け
、
そ
れ
を
揶
揄
し
、
最
後
に
、

韻
律
法
と
英
語
の
そ
れ
へ
の
適
応
性
と
を
指
摘
し
、
詩
の
利
点

を
再
度
賞
賛
し
、
加
え
て
「
あ
な
た
が
生
き
て
い
る
間
、
愛
に

生
き
て
も
ソ
ネ
ッ
ト
を
作
る
技
巧
が
な
い
た
め
に
相
手
の
好
意

を
得
ら
れ
ず
、
死
ん
で
し
ま
っ
た
ら
、
墓
碑
銘
が
な
い
た
め

に
、
あ
な
た
の
記
念
と
な
る
も
の
は
地
上
か
ら
消
え
去
る
で
あ

ろ
う
」（
四
六
番
）
と
述
べ
て
、
詩
の
誹
謗
者
た
ち
へ
の
呪
い

の
言
葉
で
一
巻
を
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

*

(50)
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以
下
、『
詩
の
擁
護
』
の
論
旨
を
少
し
詳
し
く
辿
る
こ
と
で
、

シ
ド
ニ
ー
が
力
説
す
る
詩
の
意
義
に
つ
い
て
の
主
張
を
明
ら
か

に
し
て
み
た
い
。

シ
ド
ニ
ー
は
ま
ず
、
詩
の
起
源
の
古
さ
を
強
調
す
る
。
詩
に

非
難
・
中
傷
を
浴
び
せ
る
者
た
ち
は
、「
世
に
知
ら
れ
て
い
る

最
も
高
貴
な
国
民
や
国
語
に
お
い
て
、
無
知
の
暗
闇
に
初
め
て

光
明
を
授
け
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
乳
を
吸
っ
た
お
蔭
で
、
彼

ら
が
後
に
も
っ
と
硬
い
諸
知
識
を
も
少
し
ず
つ
食
べ
ら
れ
る
よ

う
に
し
て
も
ら
っ
た
最
初
の
乳
母
で
あ
る
そ
の
も
の
」（
四
頁
）

に
対
し
て
、
忘
恩
の
徒
に
他
な
ら
な
い
、
と
シ
ド
ニ
ー
は
裁
断

す
る
。
そ
し
て
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
文
人
た
ち
か
ら
豊

富
な
例
を
引
用
し
た
後
、
言
葉
を
続
け
る
。「
イ
タ
リ
ア
語
に

お
い
て
も
、
そ
れ
を
知
識
の
宝
庫
に
ま
で
高
め
た
最
初
の
人
々

は
、
や
は
り
、
ダ
ン
テ
、
ボ
ッ
カ
チ
オ
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
な
ど
の

詩
人
た
ち
で
あ
っ
た
。わ
れ
わ
れ
の
英
語
に
お
い
て
も
、ガ
ワ
ー

と
チ
ョ
ー
サ
ー
が
存
在
し
た
」（
四
頁
）。

シ
ド
ニ
ー
の
第
二
の
主
張
は
、
詩
の
普
遍
性
で
あ
る
。
あ
ら

ゆ
る
国
々
に
お
い
て
、
人
々
は
「
詩
の
感
覚
」

”so
m

e feelin
g 

o
f p

o
etry”

を
内
在
さ
せ
て
い
る
と
述
べ
、
そ
れ
か
ら
、
古
代

ロ
ー
マ
で
は
、詩
人
が

”V
ates”

つ
ま
り
、「
占
い
者
、先
見
者
、

予
言
者
」
と
呼
ば
れ
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
、

”P
o
ietes”

「
創

作
者
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
披
露
し
な

が
ら
、シ
ド
ニ
ー
は
『
詩
の
擁
護
』
の
核
心
へ
と
進
ん
で
い
く
。

最
も
崇
高
な
美
は
、
芸
術
の
な
か
に
、
と
い
う
よ
り
は
む
し

ろ
、
自
然
の
な
か
に
こ
そ
宿
り
、
そ
し
て
芸
術
は
、
実
際
、
自

然
の
付
属
品
の
領
域
を
出
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
シ
ド
ニ
ー
は

ま
ず
感
じ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
彼
に
拠
れ
ば
、
創
造
的

能
力
を
備
え
た
芸
術
家
は
、
自
然
を
変
貌
さ
せ
る
こ
と
よ
り
も

む
し
ろ
、
自
然
を
そ
の
ま
ま
映
し
と
っ
て
、
彼
の
芸
術
作
品
に

定
着
さ
せ
る
こ
と
に
努
力
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
彼
は
、
詩
論

の
中
で
、「
人
類
に
与
え
ら
れ
た
芸
術
は
す
べ
て
、
自
然
が
作

り
上
げ
た
も
の
を
そ
の
主
た
る
対
象
と
し
て
お
り
、
芸
術
は
、

自
然
の
作
品
な
く
し
て
は
成
立
し
え
ず
、
又
、
深
く
そ
れ
に
依

存
し
て
お
り
、
自
然
が
開
陳
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
の
、
謂

わ
ば
、
演
技
者
、
演
奏
者
に
な
っ
て
い
る
の
だ
」（
七
頁
）
と
説

明
す
る
と
き
、こ
の
点
を
明
確
に
し
て
い
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、

自
然
は
あ
ら
ゆ
る
創
造
的
芸
術
の
基
盤
で
あ
り
、
創
造
さ
れ
た

作
品
は
、
現
実
に
存
在
し
て
い
る
も
の
を
映
し
出
し
た
も
の
に

他
な
ら
な
い
、
芸
術
は
自
然
と
根
本
的
に
関
わ
っ
て
お
り
、
自

然
か
ら
離
れ
て
は
存
在
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
は
『
ハ
ム
レ
ッ
ト
』（
一
六
〇
〇
〜
一
年
創
作
）
で
、
王
子
ハ
ム

レ
ッ
ト
が
役
者
た
ち
に
向
か
っ
て
披
瀝
す
る
彼
の
演
劇
論
「
何

(51)
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事
も
や
り
す
ぎ
れ
ば
芝
居
の
目
的
か
ら
外
れ
る
こ
と
に
な
る
。

芝
居
と
い
う
も
の
は
、
昔
も
今
も
、
い
わ
ば
自
然
に
対
し
て
鏡

を
掲
げ
、
善
は
そ
の
美
点
を
、
悪
は
そ
の
愚
か
さ
を
示
し
、
時

代
の
様
相
を
あ
る
が
ま
ま
に
く
っ
き
り
と
映
し
出
す
こ
と
を
目

指
す
」（
三
幕
二
場
一
九
〜
二
三
行
）
と
極
め
て
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る

点
に
注
意
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
続
い
て
シ
ド
ニ
ー
は
、
芸
術
家
の
中
で
も
、
特
に
、

詩
人
に
言
及
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　
　た

だ
ひ
と
り
詩
人
だ
け
は
、
そ
の
よ
う
な
い
か
な
る
隷
属
的
立
場

に
も
縛
り
付
け
ら
れ
る
こ
と
を
嫌
っ
て
、
彼
自
身
の
創
意
の
力
に

よ
っ
て
高
揚
し
、
結
局
は
も
う
ひ
と
つ
の
自
然
と
化
し
、
事
物
を

自
然
が
生
み
出
す
よ
り
も
一
層
見
事
に
造
り
、
あ
る
い
は
、
自
然

に
は
か
つ
て
存
在
し
な
か
っ
た
よ
う
な
姿
形
を
全
く
新
た
に
造
り

だ
す
の
で
あ
る
。･･････

そ
う
し
て
詩
人
は
、
自
然
と
手
に
手
を

取
っ
て
歩
き
、
自
然
の
贈
り
物
と
い
う
狭
い
範
囲
に
限
定
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
彼
自
身
の
知
性
の
十
二
宮
の
中
を
思
う
存
分
駆
け
回

る
。
自
然
は
、
色
々
な
詩
人
た
ち
が
織
り
な
し
た
ほ
ど
に
壮
麗
な

つ
づ
れ
織
り
に
し
て
、
こ
の
大
地
を
装
っ
た
こ
と
は
な
い
し
、
そ

の
織
物
を
彩
る
、
そ
れ
ほ
ど
に
も
楽
し
い
川
も
、
実
り
豊
か
な
樹

木
も
、
甘
い
香
り
の
花
々
も
、
そ
の
他
、
こ
の
余
り
に
も
愛
さ
れ

慈
し
ま
れ
て
い
る
大
地
を
益
々
愛
す
べ
く
美
し
い
も
の
に
す
る
何

に
せ
よ
、
現
実
の
自
然
の
中
に
は
存
在
し
な
い
。
彼
女
、
自
然
の

世
界
は
青
銅
、
詩
人
た
ち
だ
け
が
、
黄
金
の
世
界
を
産
み
出
す
の

で
あ
る
（
八
頁
）
。

た
と
え
そ
の
描
写
が
ど
ん
な
に
不
完
全
で
あ
っ
て
も
、
一
般
的

に
言
っ
て
、
芸
術
家
の
役
割
は
、
色
々
な
媒
介
に
よ
っ
て
自
然

を
模
写
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
シ
ド
ニ
ー
に
拠
れ
ば
、
詩
人

は
彼
の
同
僚
た
ち
よ
り
も
恵
ま
れ
た
独
自
な
特
権
を
享
受
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
詩
人
は
、
そ
の
特
別
な
才
能
の
お
か
げ

で
、
彼
の
回
り
の
世
界
を
出
来
る
だ
け
精
確
に
模
そ
う
と
す
る

試
み
だ
け
に
縛
ら
れ
な
く
と
も
よ
い
。
神
は
詩
人
を
自
然
の
女

神
の
上
位
に
置
か
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
「
神
の
息
吹
の
力
」

”th
e 

fo
rce o

f a d
ivin

e b
reath

”

で
鼓
舞
さ
れ
て
、
詩
人
は
、
現
実

世
界
を
超
え
た
自
然
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ

る
。さ

ら
に
、
シ
ド
ニ
ー
は
、
少
し
視
角
を
ず
ら
し
て
、
次
の
よ

う
に
力
説
す
る
。「
詩
は
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
模
倣
の
技
術
で
あ

る
。
と
い
う
の
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
〈
ミ
メ
ー
シ
ス
〉
と

い
う
言
葉
で
定
義
し
て
い
る
よ
う
に
、
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
何

か
の
再
現
、
模
造
、
あ
る
い
は
描
出
で
あ
り
、
比
喩
的
に
言
う

(52)
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と
、
教
え
且
つ
楽
し
ま
せ
る
と
い
う
目
的
を
持
っ
た
物
言
う
絵

な
の
で
あ
る
」（
九
頁
）
と
。

例
え
ば
、『
ア
ス
ト
ロ
フ
ィ
ル
と
ス
テ
ラ
』
の
中
で
、
最
も

有
名
で
か
つ
美
し
い
ソ
ネ
ッ
ト
の
ひ
と
つ
、
一
〇
三
番
は
、
シ

ド
ニ
ー
が
詩
論
で
述
べ
た
ま
さ
に
そ
の
意
味
で
極
め
て
絵
画
的

な
詩
で
あ
る
。
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な
ん
と
幸
せ
な
テ
ム
ズ
河
、
わ
た
し
の
ス
テ
ラ
を
乗
せ
て
、

お
前
が
上
機
嫌
な
河
面
に
微
笑
み
の
皺
を
数
多
こ
し
ら
え
、

喜
び
の
お
仕
着
せ
を
着
て
い
る
の
を
私
は
見
た
。

そ
の
時
、
お
前
の
流
れ
に
あ
れ
ら
の
美
し
い
遊
星
が
輝
い
て
い
た
。

舟
は
喜
び
を
抑
え
き
れ
ず
揺
れ
踊
り
、

気
ま
ぐ
れ
の
風
も
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
神
々
し
い
美
に

う
っ
と
り
と
な
って
じ
っ
と
し
て
お
れ
ず
、と
う
と
う
彼
女
の
黄
金
の
髪
に

か
ら
ま
っ
て
し
ま
っ
た
（
お
お
、
こ
の
上
な
く
甘
美
な
牢
獄
よ
）
。

そ
し
て
か
の
風
神
の
息
子
た
ち
も
そ
こ
に
休
み
た
い
と
思
っ
た
が
、

い
つ
ま
で
も
飛
び
続
け
よ
、
と
の
自
然
の
女
神
の
命
令
に
、

頬
ふ
く
ら
ま
せ
、ひ
と
吹
き
し
て
は
口
づ
け
し
、ス
テ
ラ
の
巻
毛
を
乱
し
た
。

乱
れ
た
髪
に
彼
女
は
頬
赤
ら
め
た
。
私
は
窓
か
ら

そ
の
光
景
を
見
て
、
叫
ん
だ
。
「
お
お
、
う
る
わ
し
い
羞
じ
ら
い
。

名
誉
自
ら
、そ
の
最
高
の
座
を
あ
な
た
に
譲
ら
ね
ば
な
る
ま
い
」と
 10

。

こ
の
詩
は
ア
ス
ト
ロ
フ
ィ
ル
が
満
喫
す
る
歓
喜
の
ま
さ
に
〈
物

言
う
絵
〉
と
な
っ
て
い
る
。
彼
自
身
の
喜
び
を
擬
人
化
さ
れ
た

テ
ム
ズ
河
に
投
影
し
、
半
ば
喜
劇
的
な
彼
の
そ
の
河
へ
の
呼
び

か
け
は
、
彼
の
心
情
に
よ
く
適
っ
て
い
る
。
ス
テ
ラ
の
髪
に
か

ら
ま
っ
て
戯
れ
る
い
た
ず
ら
な
風
は
、
そ
の
現
実
的
な
表
現
の

た
め
だ
け
で
な
く
、
彼
の
心
情
を
具
象
化
す
る
手
段
と
し
て
、

(53)
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く
卓
越
し
た
画
家
」（
一
〇
頁
）
に
似
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
る

と
こ
ろ
か
ら
判
断
し
て
、
シ
ド
ニ
ー
の
〈
絵
〉
は
、
た
だ
外
面

的
自
然
の
生
彩
あ
る
描
写
を
行
う
言
葉
の
技
巧
と
い
っ
た
も
の

を
指
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
読
者
の
心
に
喚
起
さ
れ
る
ひ
と

つ
の
抽
象
物
、
ひ
と
つ
の
概
念
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
つ
ま
り
、〈
物
言
う
絵
〉
と
は
、
現
実
の
人
物
、
自
然
と

倫
理
的
含
蓄
を
持
っ
た
抽
象
物
の
詩
的
融
合
の
謂
い
に
他
な
ら

な
い
。

詩
が
現
実
を
模
倣
し
、
そ
れ
に
倫
理
的
価
値
を
付
与
す
る
と

す
れ
ば
、
詩
人
は
内
的
自
然
、
外
的
自
然
、
人
生
に
つ
い
て
、

出
来
る
だ
け
多
く
の
事
を
知
悉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
詩
論

に
お
い
て
シ
ド
ニ
ー
が
、
多
く
の
同
時
代
の
詩
人
た
ち
が
人
生

と
い
う
も
の
に
つ
い
て
学
ぼ
う
と
努
め
て
い
な
い
と
不
満
を
漏

ら
す
と
き
、
彼
が
こ
の
点
を
深
く
認
識
し
て
い
た
こ
と
は
明
白

で
あ
る
。
詩
の
題
材
の
中
で
、
詩
人
は
現
実
に
存
在
す
る
も
の

と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
、そ
の
結
果
、

詩
作
の
時
に
、
彼
の
務
め
の
ひ
と
つ
は
、
実
在
す
る
も
の
の
本

質
を
決
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。

シ
ド
ニ
ー
は
、
さ
ら
に
、
詩
人
た
ち
が
現
実
の
生
身
の
人
間

の
間
で
は
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
完
璧
な
恋
人
た
ち
、友
人
た
ち
、

貴
公
子
た
ち
な
ど
を
描
出
し
て
き
た
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、

小
気
味
よ
く
描
写
さ
れ
て
い
る
。
又
、
五
行
目
は
、
舟
の
さ
ざ

波
に
揺
れ
る
動
き
を
う
ま
く
と
ら
え
て
表
わ
し
て
い
る
一
行
で

あ
る
が
、
彼
の
歓
喜
の
揺
れ
を
い
み
じ
く
も
示
し
て
い
る
。

さ
て
、〈
物
言
う
絵
〉
と
い
う
概
念
は
さ
ら
に
敷
衍
さ
れ
、

強
調
さ
れ
て
、「
詩
人
は
、
専
ら
、
模
倣
す
る
た
め
に
の
み
創

作
し
、
楽
し
ま
せ
且
つ
教
え
る
た
め
に
模
倣
し
、
人
々
の
心
を

動
か
し
て
、
楽
し
み
が
な
け
れ
ば
、
見
知
ら
な
い
他
人
か
ら
逃

げ
だ
す
み
た
い
に
、
人
々
が
そ
こ
か
ら
逃
げ
だ
し
て
し
ま
う
善

を
手
中
に
捉
え
さ
せ
る
た
め
に
楽
し
ま
せ
、
人
々
が
心
を
動
か

さ
れ
て
至
る
、そ
の
善
を
人
々
に
認
識
さ
せ
る
た
め
に
教
え
る
。

･･････

そ
の
楽
し
く
教
え
る
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
、
美
徳
、

悪
徳
、
そ
の
他
諸
々
の
秀
で
た
画
像
を
模
造
す
る
こ
と
が
、
詩

人
を
識
別
す
る
正
当
な
目
印
な
の
で
あ
る
」（
一
〇
〜
一
一
頁
）
と

陳
述
さ
れ
る
。
つ
ま
り
詩
は
、
そ
の
甘
美
さ
に
よ
っ
て
人
々
の

心
を
捕
捉
し
、
美
徳
の
理
想
的
な
絵
姿
を
示
し
て
、
読
む
人
々

の
心
を
そ
れ
に
向
か
っ
て
動
か
す
力
を
持
っ
て
い
る
。
詩
に
は

人
を
感
動
さ
せ
る
力
と
理
想
的
な
も
の
を
現
実
に
描
き
だ
す
力

と
が
あ
っ
て
、こ
の
二
つ
の
力
を
同
時
に
踏
ま
え
て
、詩
は
「
教

え
且
つ
楽
し
ま
せ
る
」
と
シ
ド
ニ
ー
は
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
最
良
の
詩
人
は
「
彼
が
見
た
こ
と
も
な
い
ル
ク
レ
テ
ィ

ア
を
描
く
の
で
な
く
て
、
そ
の
よ
う
な
美
徳
の
外
面
の
美
を
描

(54)
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”fo
rcib

le
n
e
ss”

ギ
リ
シ
ア
語
の
〈
エ
ネ
ル
ギ
ア
〉

”E
n
e
rg

ia”

に
よ
っ
て
、
容
易
に
現
わ
れ
出
る
も
の
で
あ
る
。
（
四
一
頁
）

つ
ま
り
、
〈
迫
真
力
〉
は
、
詩
人
の
、
彼
の
主
題
と
の
関
わ
り

方
の
強
さ
と
読
者
を
感
動
、
得
心
さ
せ
る
だ
け
の
力
を
備
え
た

詩
的
言
語
の
発
見
と
い
う
二
つ
の
事
か
ら
生
ま
れ
る
わ
け
で
あ

る
。連

作
ソ
ネ
ッ
ト
詩
集
『
ア
ス
ト
ロ
フ
ィ
ル
と
ス
テ
ラ
』
を
書

い
て
い
る
時
に
、
個
々
の
ソ
ネ
ッ
ト
に
盛
り
込
ま
れ
た
内
容
自

体
は
、
た
と
え
ど
ん
な
虚
構
の
ご
た
混
ぜ
で
成
立
し
て
い
る
に

せ
よ
、
シ
ド
ニ
ー
が
、
い
た
く
恋
に
陥
っ
て
い
る
一
人
の
男
の

印
象
を
、
読
者
の
心
に
焼
き
付
け
よ
う
と
意
図
し
て
い
た
こ
と

は
疑
問
の
余
地
が
な
い
。
例
え
ば
、
六
番
で
、
多
く
の
恋
愛
詩

人
た
ち
が
そ
の
詩
を
飾
る
た
め
に
援
用
す
る
様
々
な
技
巧
―
―

矛
盾
語
法
、
神
話
へ
の
言
及
、
牧
歌
的
意
匠
、
感
情
の
擬
人
化

な
ど
―
―
に
触
れ
た
後
、
そ
れ
と
対
照
的
に
自
分
の
素
朴
な
手

法
の
真
実
性
を
表
明
し
て
、
詩
人
は
こ
う
結
ぶ
。

I can
 sp

eake w
h
at I feele, an

d
 feele as m

u
ch

 as th
ey, 

B
u
t th

in
k
e
 th

at all th
e
 M

ap
 o

f m
y
 S

tate
 I d

isp
lay

, W
h
e
n
 

trem
b
lin

g vo
ice b

rin
gs fo

rth
 th

at I d
o
 S

tella lo
ve.  

重
要
な
こ
と
は
、
詩
人
が
現
存
す
る
も
の
の
本
質
を
看
取
し
、

そ
れ
を
最
高
の
形
に
ま
で
高
め
て
か
ら
初
め
て
表
現
し
だ
し
た

と
い
う
点
で
あ
る
。
詰
ま
る
と
こ
ろ
、
詩
人
は
、
不
完
全
な
ま

ま
で
存
在
す
る
性
質
の
も
の
を
、
最
高
に
完
全
の
域
に
ま
で
摘

要
し
、
発
展
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
自
然
を
模
倣
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

*
 

さ
て
、
シ
ド
ニ
ー
は
、
多
く
の
恋
愛
詩
の
技
巧
と
気
取
り
と

不
自
然
さ
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
不
平
を
言
う
。

し
か
し
、
実
は
、
抗
い
難
い
恋
と
い
う
旗
印
の
下
に
や
っ
て
く
る

そ
う
い
う
書
き
物
の
多
く
は
、
も
し
私
が
恋
さ
れ
る
女
性
で
あ
れ

ば
、
そ
の
作
者
た
ち
が
真
実
恋
を
し
て
い
る
と
私
に
納
得
さ
せ
る

こ
と
な
ど
決
し
て
で
き
な
い
類
の
も
の
で
あ
る
。
彼
ら
は
情
熱
的

な
言
葉
を
、
実
に
冷
や
か
に
使
う
。
そ
う
い
う
熱
情
を
本
当
に
肌

身
に
感
じ
て
い
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
ど
こ
か
の
恋
人
た
ち

が
書
い
た
も
の
を
読
み
、
い
く
つ
か
の
大
げ
さ
な
文
句
を
拾
い
集

め
て
き
て･･･

そ
れ
ら
を
適
当
に
繋
ぎ
合
わ
せ
て
用
い
る
人
の
よ
う

だ
。
本
当
の
熱
情
は
、
私
に
言
わ
す
れ
ば
、
あ
の
〈
迫
真
力
〉 
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愛
だ
け
が
私
に
こ
の
術
を
教
え
て
く
れ
る
の
だ
。

ち
ょ
う
ど
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
、
彼
の
競
争
者
で
あ
る
詩
人
た

ち
の
け
ば
け
ば
し
い
不
自
然
な
修
辞
的
表
現
に
対
抗
し
て
、

「
真
実
の
平
明
な
言
葉
」

’tru
e p

lain
 w

o
rd

s’

（
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』

八
二
番
一
二
行
）
で
愛
す
る
友
人
の
美
を
讃
え
た
よ
う
に
、
シ
ド

ニ
ー
も
「
純
粋
で
素
朴
な
言
葉
」
で
詩
を
書
き
、
口
に
の
ぼ

す
、
と
述
べ
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
の
「
私
の
思
い
人
の
眼
は
鴉
の
よ
う
に
真
っ
黒
だ
」

’m
y 

m
istress' ey

es are rav
en

 b
lack

’

（
一
二
七
番
九
行
）
と
同
様

に
、
シ
ド
ニ
ー
の
「
生
き
な
が
ら
の
死
、
喜
ば
し
き
痛
手
、

晴
天
の
嵐
、
そ
し
て
凍
て
つ
く
炎
」

’liv
in

g d
eath

s, d
eare 

w
o
u
n
d
s, faire sto

rm
s an

d
 freesin

g fires’

（
六
番
四
行
）
と
い

う
よ
う
な
表
現
は
、
多
分
に
反
伝
統
的
、
反
ペ
ト
ラ
ル
カ
的

ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
の
直
接
的
、
間
接
的
表
明
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま

で
も
な
か
ろ
う
。
両
詩
人
と
も
、
伝
統
的
な
誇
張
表
現
や
ペ
ト

ラ
ル
カ
的
讃
辞
が
、
彼
ら
の
誠
実
な
心
の
響
き
を
伝
え
る
に
は

不
適
切
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
の
だ
。
ケ
ニ
ス
・
ミ
ュ
ア
が
、

「
重
要
な
の
は
、
シ
ド
ニ
ー
が
、
多
く
の
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
ソ

ネ
ッ
ト
作
者
た
ち
と
異
な
り
、
彼
の
愛
の
真
実
性
を
詩
の
技
法

に
よ
っ
て
読
者
に
確
信
さ
せ
る
こ
と
で
あ
る
  11

」
と
評
す
る
の

私
は
感
じ
る
こ
と
を
言
葉
で
語
れ
る
し
、彼
ら
と
同
じ
ほ
ど
感
じ
も
す
る
。

だ
が
、
震
え
る
言
葉
で
ス
テ
ラ
に
愛
を
誓
う
時
、

私
の
領
土
の
全
版
図
を
隈
な
く
披
露
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
の
だ
。

彼
は
真
実
の
恋
を
経
験
し
て
い
る
の
で
、
彼
の
真
心
の
こ
も
っ

た
、
衒
い
を
知
ら
ぬ
自
然
な
言
葉
が
、
い
か
な
る
技
巧
的
粉
飾

を
凝
ら
さ
な
く
て
も
、
彼
の
気
持
ち
を
伝
え
て
く
れ
る
の
だ
。

そ
の
情
熱
が
浅
薄
な
人
た
ち
だ
け
が
、
彼
ら
の
愛
の
訴
え
を

も
っ
と
も
ら
し
く
、
説
得
力
が
あ
る
よ
う
に
見
せ
る
た
め
に
、

言
葉
の
虚
飾
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

二
八
番
で
、
詩
人
は
、
自
分
の
ソ
ネ
ッ
ト
の
中
で
は
、
心
的

状
態
を
表
わ
す
の
に
、
持
っ
て
廻
っ
た
比
喩
で
飾
り
た
て
た
寓

意
的
表
現
の
使
用
を
拒
否
し
、
最
後
の
三
行
で
、
彼
の
描
く
も

の
は
彼
の
情
熱
の
偽
ら
ざ
る
、
率
直
な
吐
露
で
あ
る
と
申
し
立

て
る
。

B
u
t kn

o
w
 th

at I in
 p

u
re sim

p
licitie, 

B
reath

e o
u
t th

e flam
es w

h
ich

 b
u
rn

e w
ith

in
 m

y h
eart, 

L
o
ve o

n
ely read

in
g u

n
to

 m
e th

is art.  

し
か
し
、
私
が
純
粋
に
素
直
な
気
持
ち
で
、

こ
の
胸
に
燃
え
る
炎
を
吐
露
し
て
い
る
と
思
っ
て
欲
し
い
。
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Som

e fresh and fruitfull show
ers upon m

y sunne-burn'd braine. 

B
u
t w

o
rd

s cam
e h

altin
g fo

rth
, w

an
tin

g In
ven

tio
n
's stay, 

In
ven

tio
n
, N

atu
re's ch

ild
, fled

 step
-
d
am

e S
tu

d
ie's b

lo
w
es, 

A
n
d
 o

th
ers' feete still seem

'd
 b

u
t stran

gers in
 m

y w
ay.  

T
h
u
s great w

ith
 ch

ild
 to

 sp
eake, an

d
 h

elp
lesse in

 m
y th

ro
w
es, 

B
itin

g m
y trew

an
d
 p

en
, b

eatin
g m

y selfe fo
r sp

ite,

’F
oole,’

 said m
y M

use to m
e,

’looke in thy heart and w
rite.’

真
心
か
ら
愛
し
、詩
の
中
で
そ
の
愛
を
示
そ
う
と
願
い
、

愛
し
い
あ
の
人
が
私
の
苦
し
み
か
ら
喜
び
を
得
、

喜
び
が
あ
の
人
に
詩
を
読
ま
せ
、読
む
こ
と
で
わ
か
って
も
ら
い
、

わ
か
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
憐
れ
み
を
勝
ち
と
り
、憐
れ
み
が
好
意
を
得   

る
よ
う
に
、

私
は
苦
痛
の
最
も
暗
い
顔
を
化
粧
す
る
た
め
に
適
当
な
言
葉
を
探
し
た
。

あ
の
人
の
知
性
を
喜
ば
せ
よ
う
と
見
事
な
題
材
を
考
え
巡
ら
し
、

何
か
瑞
々
し
い
実
の
あ
る
春
雨
が
私
の
恋
の
炎
に
枯
渇
し
た
頭
脳
を

洗
い
清
め
て
く
れ
ま
い
か
と
思
い
、詩
集
のペ
ー
ジ
を
捲
って
み
た
り
も
し
た
。

だ
が
、詩
的
霊
感
の
支
え
が
な
く
て
、言
葉
は
び
っ
こ
を
ひ
い
て
口
の
端
に

の
ぼ
っ
た
。

自
然
の
子
、創
意
は
、継
母
、学
問
の
打
撃
か
ら
逃
れ
去
り
、

詩
人
た
ち
の
足
音
は
私
の
道
で
は
いつ
も
よ
そ
よ
そ
し
く
響
い
た
。

こ
う
し
て
語
ら
ん
と
し
て
腹
ふ
く
れ
、産
み
の
苦
し
み
に
気
も
失
せ
、

も
、
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
が
確
認
し
た
こ
と
と
、
二
つ
こ
と
で

は
な
か
ろ
う
。

リ
ン
グ
ラ
ー
に
拠
れ
ば
   12

、『
ア
ス
ト
ロ
フ
ィ
ル
と
ス
テ
ラ
』
の
中
で
、一、

三
、六
、一五
、二
八
、三
四
、四
〇
、五
〇
、五
五
、七
〇
、七
四
、九
〇

番
が
詩
作
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
が
、
そ
の
中
か
ら
シ
ド
ニ
ー

的
詩
作
の
方
法
を
語
っ
た
一
番
を
分
析
し
て
み
よ
う
。
こ
の
ソ

ネ
ッ
ト
は
、
ア
ス
ト
ロ
フ
ィ
ル
（
星
を
恋
う
る
者
）
と
い
う
名

の
若
い
詩
人
で
廷
臣
・
騎
士
の
、
ス
テ
ラ
（
星
）
と
い
う
美
貌

の
貴
婦
人
へ
の
愛
、
そ
れ
ゆ
え
の
葛
藤
、
苦
悶
、
別
離
を
内
容

と
す
る
連
作
集
全
体
の
序
詞
の
役
割
を
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
詩
の
目
的
は
、
ス
テ
ラ
を
彼
の
あ
ら
ゆ
る
詩
的
創
造

の
根
源
と
し
て
讃
え
る
こ
と
、
且
つ
恋
愛
詩
の
正
当
な
書
き
方

に
つ
い
て
短
い
論
評
を
加
え
る
こ
と
で
あ
る
。

L
o
vin

g in
 tru

th
, an

d
 fain

e in
 verse m

y lo
ve to

 sh
o
w
, 

T
h
at th

e d
eare S

h
e m

igh
t take p

leasu
re o

f m
y p

ain
e : 

P
leasu

re m
igh

t cau
se h

er read
e, read

in
g m

igh
t m

ake h
er kn

o
w
, 

K
n
o
w
led

ge m
igh

t p
itie w

in
n
e, an

d
 p

itie grace o
b
tain

e, 

I so
u
gh

t fit w
o
rd

s to
 p

ain
t th

e b
lackest face o

f w
o
e, 

S
tu

d
yin

g in
ven

tio
n
s fin

e, h
er w

its to
 en

tertain
e : 

O
ft tu

rn
in

g o
th

ers' leaves, to
 see if th

en
ce w

o
u
ld

 flo
w
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イ
マ
ッ
ク
ス
（
山
場
）
が
提
示
さ
れ
る
。

　

結
局
、
こ
の
詩
の
全
て
の
葛
藤
は
、
心
に
刻
ま
れ
た
ス
テ

ラ
の
像す

が
た
の
発
見
と
結
び
つ
い
た
力
あ
ふ
れ
る
感
情
の
迸
り
に

よ
っ
て
駆
逐
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
心
、
即
ち
、
内
な

る
自
然
は
、
曖
昧
で
空
虚
な
情
熱
の
住
む
場
所
で
は
な
く
て
、

リ
ン
グ
ラ
ー
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
あ
ら
ゆ
る
能
力
の

玉
座
   15

」
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
全
て
の
真
実
な
気
持
ち
が
湧
出

す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
誠
実
な
詩
が

書
け
る
の
で
あ
る
。
ロ
ビ
ン
ソ
ン
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
心
は

「
ス
テ
ラ
の
像
が
そ
の
眼
に
映
ず
る
と
こ
ろ
の
一
種
の
ス
ク

リ
ー
ン
   16

」
な
の
で
あ
る
。
内
的
現
実
、
心
の
有
る
が
ま
ま
の

姿
が
、
そ
こ
に
思
い
を
い
た
す
詩
人
に
、
真
の
恋
愛
詩
を
書
か

せ
る
の
だ
。
あ
る
批
評
家
は
、
「
ア
ス
ト
ロ
フ
ィ
ル
が
心
の
中

を
覗
い
て
そ
こ
に
何
を
発
見
す
る
の
か
説
明
す
る
伝
統
的
考
え

方
が
い
く
つ
か
あ
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
心
は
愛
神
の
伝
統
的
住

処
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
の
場
合
、
適
わ
し
い
の
は
、

ル
ネ
サ
ン
ス
詩
に
お
い
て
、
心
の
持
つ
利
点
は
、
そ
れ
が
詩
人

の
愛
人
の
像
を
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
   17

」
と
評
し
て
い

る
。

　

こ
こ
に
は
ま
た
、
心
の
中
の
ス
テ
ラ
像
が
彼
の
創
作
力
の
源

泉
で
あ
る
と
ア
ス
ト
ロ
フ
ィ
ル
の
注
意
を
喚
起
す
る
こ
と
で
、

怠
け
者
の
ペン
を
か
み
、悔
し
さ
に
わ
が
身
を
た
た
い
て
い
る
と
、

私
の
詩
神
は
言
っ
た
、「
愚
か
な
人
、あ
な
た
の
心
の
中
を
見
て
、お
書
き

な
さ
い
」と
。

右
の
ソ
ネ
ッ
ト
で
、
ア
ス
ト
ロ
フ
ィ
ル
は
三
人
称
で
ス
テ
ラ
を

語
り
   13

、
過
去
形
を
用
い
て
、
彼
女
の
好
意
を
獲
得
す
べ
く
、

詩
の
効
用
に
言
及
し
て
い
る
。
ま
た
、
ス
テ
ラ
へ
の
讃
歌
を
彼

が
書
く
に
至
っ
た
事
情
と
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
形
式
の
詩
を
作

る
の
か
と
い
う
理
由
を
説
明
し
て
も
い
る
。
愛
の
深
い
痛
手
を

負
い
、
ス
テ
ラ
の
好
意
を
雄
弁
な
愛
の
表
現
で
勝
ち
と
ろ
う
と

願
い
な
が
ら
、
彼
は
、
自
分
の
力
強
く
横
溢
す
る
感
情
を
、
同

じ
よ
う
に
力
の
こ
も
っ
た
言
葉
へ
還
元
し
よ
う
と
望
み
な
が
ら

も
、
一
瞬
の
と
ま
ど
い
を
感
じ
て
い
る
。
オ
ク
テ
ー
ブ
は
一
文

か
ら
成
り
、
そ
の
主
語'I'

は
五
行
目
ま
で
現
わ
れ
ず
、
ま
た
、

そ
の
動
き
は
、
強
い
語
調
の
現
在
分
詞
（L

o
vin

g, S
tu

d
yin

g, 

tu
rn

in
g

）
と
精
妙
な
修
辞
的
漸
層
法(c

lim
ax

)

   14

に
支
え
ら
れ

て
い
る
。
こ
れ
ら
の
行
の
滑
ら
か
さ
は'in

v
en

tio
n
 fin

e'

の
世

界
と
粉
飾
さ
れ
た
恋
愛
詩
の
洗
練
さ
れ
た
歓
喜
を
特
徴
づ
け
て

余
り
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
セ
ス
テ
ッ
ト
は
、
五
〜
八
行

の
詩
人
の
努
力
を
否
定
し
、
九
〜
一
一
行
で
ひ
と
つ
の
葛
藤
、

挫
折
を
用
意
す
る
。
そ
し
て
最
後
の
3
行
で
瞠
目
す
べ
き
ク
ラ

(58)
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る
と
い
う
の
が
、
シ
ド
ニ
ー
の
持
論
な
の
で
あ
る
。

二　

シ
ド
ニ
ー
と
同
時
代
の
詩
人
た
ち

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
同
年
齢
だ
が
、
詩
人
・
劇
作
家
と
し
て
、

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
登
場
以
前
か
ら
活
躍
し
て
い
た
、
い
わ
ゆ

る

”U
n
iversity W

its”

の
代
表
格
、
ク
リ
ス
ト
フ
ァ
ー
・
マ
ー

ロ
ウ
（C

h
risto

p
h
er M

arlo
w
e, 

一
五
六
四-

九
三
）
の
官
能
的
物

語
詩
『
ヒ
ア
ロ
ウ
と
リ
ア
ン
ダ
ー
』( H

ero and Leander) 

は

オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
風
ロ
マ
ン
ス
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
。
こ
れ

は
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
が
そ
の
『
愛
の
歌
』( Am

ores) 

や
『
変

身
物
語
』( M

etam
orphoses) 

で
示
し
た
手
法
―
―
神
話
の
世

界
の
神
々
を
こ
の
地
上
に
連
れ
出
し
、
生
気
溌
剌
と
、
官
能
的

に
、
甘
美
に
、
し
か
も
遠
隔
的
視
点
か
ら
機
知
を
交
え
て
描

く
―
―
を
模
し
た
恋
愛
物
語
詩
で
あ
る
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

は
、
詩
作
に
お
い
て
も
劇
作
に
お
い
て
も
マ
ー
ロ
ウ
の
影
響
を

大
き
く
受
け
て
い
る
が
、
彼
の
神
話
に
題
材
を
取
っ
た
物
語
詩

『
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
ア
ド
ウ
ニ
ス
』( Venus and Adonis) 

も
こ
の

ジ
ャ
ン
ル
の
傑
作
で
あ
る
。

ペ
ト
ラ
ル
カ
の
恋
愛
詩
集
『
カ
ン
ツ
ォ
ニ
エ
ー
レ
』

ひ
と
つ
の
秩
序
を
保
た
せ
よ
う
と
す
る
作
者
の
計
ら
い
が
働
い

て
い
る
。
シ
ド
ニ
ー
に
と
っ
て
、
詩
作
の
第
一
段
階
は
主
題
の

選
択
で
あ
り
、
右
の
詩
で
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
主
題
を

書
物
の
中
に
探
す
か
、
自
分
の
心
の
中
に
求
め
る
か
で
あ
り
、

結
局
、
詩
作
の
源
泉
、
ス
テ
ラ
像
の
納
ま
る
後
者
を
選
ん
だ
か

ら
で
あ
る
。

*

以
上
、
わ
れ
わ
れ
が
祖
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
シ
ド
ニ
ー
は
、

外
的
な
も
の
に
せ
よ
、
内
的
な
も
の
に
せ
よ
、
自
然
、
つ
ま
り
、

事
物
の
有
り
の
ま
ま
の
状
態
、
心
の
有
り
の
ま
ま
の
姿
を
映
し

だ
す
こ
と
の
重
要
性
を
、詩
作
に
お
け
る
根
本
的
姿
勢
と
し
て
、

特
に
力
説
し
て
い
る
。自
然
の
模
倣
に
よ
っ
て
、詩
人
は
、虚
構
、

即
ち
、
も
う
ひ
と
つ
の
自
然
を
作
り
だ
す
、
い
や
む
し
ろ
、
そ

れ
に
化
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
実
、
自
然
が
で
き
る
よ
り
、
一

層
深
い
真
実
を
表
わ
す
こ
と
が
で
き
、
ま
た
そ
の
虚
構
の
中
に

倫
理
的
資
質
を
盛
り
込
み
、
且
つ
、
読
者
が
よ
く
把
握
で
き
る

よ
う
に
、
自
然
に
存
在
す
る
そ
の
倫
理
を
明
る
み
に
出
す
こ
と

が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
換
言
す
れ
ば
、
内
面
の
美
徳
の
顕
現
と

し
て
の
外
面
的
美
、
意
味
あ
る
自
然
を
描
写
す
る
こ
と
が
で
き

(59)
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劣
る
に
し
て
も
、
そ
の
韻
律
の
美
し
さ
や
多
様
な
変
化
の
魅
力

に
お
い
て
、
愛
唱
さ
る
べ
き
多
く
の
詩
篇
を
含
ん
で
い
る
作
品

で
あ
る
。

メ
ア
リ
・
ロ
ウ
ス
の
『
パ
ン
フ
ィ
リ
ア
』
は
、
エ
リ
ザ
ベ
ス

朝
に
お
け
る
代
表
的
な
ソ
ネ
ッ
ト
連
作
詩
集
で
は
な
い
が
、
次

の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
朝
に
お
い
て
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
的
伝
統
を
継
ぐ
ソ

ネ
ッ
ト
連
作
集
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
占
め
る
べ
き
独
特
な
意

義
を
持
っ
て
い
る
。
シ
ド
ニ
ー
を
始
め
と
す
る
男
性
詩
人
た
ち

の
ソ
ネ
ッ
ト
連
作
詩
集
は
、
例
外
な
く
、
愛
す
る
貴
婦
人
に
対

し
て
、
彼
女
の
気
ま
ぐ
れ
や
冷
酷
さ
に
も
忍
従
し
、
ど
こ
ま
で

も
愛
の
奉
仕
を
続
け
る
と
い
う
宮
廷
風
恋
愛
を
主
題
と
す
る
男

性
の
立
場
か
ら
の
恋
愛
詩
で
あ
っ
た
。
だ
が
、こ
の『
パ
ン
フ
ィ

リ
ア
』
で
は
、
求
愛
の
語
り
手
は
女
性
で
あ
り
、
家
父
長
制
の

圧
力
の
下
で
、
孤
独
で
内
気
な
彼
女
が
愛
に
お
い
て
経
験
す
る

妄
執
、
不
安
、
苦
悶
が
作
品
の
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま

り
、
恋
愛
の
解
釈
に
根
本
的
に
新
し
い
女
性
中
心
の
考
え
方
を

持
ち
込
み
、
い
わ
ば
ソ
ネ
ッ
ト
詩
の
伝
統
に
一
種
の
革
新
を
も

た
ら
し
た
作
品
と
い
え
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
も
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
作
品
は
、
作
者
が
女
性
で
あ
る
と
い
う
理
由
の
た
め

に
長
い
間
無
視
さ
れ
て
き
た
と
い
う
不
幸
な
事
情
が
あ
っ
た
。

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
運
動
の
隆
盛
も
あ
り
、
そ
れ
が
最
近
に
な
っ
て

( C
anzoniere) 

に
範
を
と
り
、
決
し
て
手
の
届
か
な
い
女
性
―

―
人
間
で
あ
り
な
が
ら
神
聖
な
徳
と
美
の
化
身
―
―
へ
の
献
身

的
な
愛
と
熱
情
を
描
い
て
、
一
五
九
〇
年
代
の
英
国
で
爆
発

的
な
流
行
を
見
た
ソ
ネ
ッ
ト
連
作
集(so

n
n
et seq

u
en

ce) 

と

称
せ
ら
れ
る
種
類
の
作
品
、
例
え
ば
、
サ
ミ
ュ
エ
ル
・
ダ
ニ

エ
ル
（S

am
u
el D

an
iel, 

一
五
六
二-

一
六
一
九
）
の
『
デ
ィ
ー
リ

ア
』（D

elia

）、
マ
イ
ク
ル
・
ド
レ
イ
ト
ン(M

ich
ael D

rayto
n
, 

一
五
六
三-

一
六
三
一)
の
『
イ
デ
ア
』( Idea

)

、
お
よ
び
時
期
的

に
は
外
れ
る
が
、
女
性
的
立
場
か
ら
書
か
れ
た
初
め
て
の
連
作

ソ
ネ
ッ
ト
詩
集
、
メ
ア
リ
・
ロ
ウ
ス(M
ary W

ro
th

, 

一
五
八
七-

一
六
五
一)

の
『
パ
ン
フ
ィ
リ
ア
か
ら
ア
ム
フ
ィ
ラ
ン
サ
ス
へ
』

( Pam
philia to Am

philanthus 

以
下『
パ
ン
フ
ィ
リ
ア
』と
略
す
）

は
、
ソ
ネ
ッ
ト
（
一
四
行
詩
）
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
。
エ
リ

ザ
ベ
ス
朝
に
現
れ
た
ソ
ネ
ッ
ト
連
作
詩
集
は
大
凡
二
十
余
篇
数

え
ら
れ
る
が
、
そ
の
代
表
的
な
も
の
は
シ
ド
ニ
ー
の
『
ア
ス

ト
ロ
フ
ィ
ル
と
ス
テ
ラ
』、
ス
ペ
ン
サ
ー(E

d
m

u
n
d
 S

p
en

ser, 

一
五
五
二
？-

九
九) 

の
『
ア
モ
レ
ッ
テ
ィ
』( Am

oretti)

、
シ
ェ

イ
ク
ス
ピ
ア
の
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』( The Sonnets)

、
お
よ
び
ダ

ニ
エ
ル
の
『
デ
ィ
ー
リ
ア
』
と
ド
レ
イ
ト
ン
の
『
イ
デ
ア
』
な

ど
で
あ
ろ
う
。『
デ
ィ
ー
リ
ア
』
と
『
イ
デ
ア
』
の
二
詩
集
は
、

シ
ド
ニ
ー
や
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
の
演
劇
性
や
深
さ
に
は

(60)
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再
発
見
さ
れ
、
英
米
で
は
幅
広
く
論
議
さ
れ
研
究
さ
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

*
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
の
英
国
に
お
い
て
、『
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
ア
ド

ウ
ニ
ス
』
と
と
も
に
「
計
り
し
れ
な
い
ほ
ど
の
人
気
」
を
享
受

し
た
『
ヒ
ア
ロ
ウ
と
リ
ア
ン
ダ
ー
』
   18

を
書
い
た
ク
リ
ス
ト

フ
ァ
ー
・
マ
ー
ロ
ウ
は
、
一
五
六
四
年
、
靴
屋
を
父
に
牧
師
の

娘
を
母
と
し
て
カ
ン
タ
ベ
リ
で
生
ま
れ
た
。
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大

学
に
進
学
し
、B

.A
. 

と M
.A

. 

の
学
位
を
取
得
し
た
。
彼
の
古

典
に
つ
い
て
の
学
識
は
、
当
時
の
大
学
の
卒
業
生
と
し
て
ご
く

普
通
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、ほ
と
ん
ど
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の『
変

身
物
語
』
に
示
さ
れ
て
い
る
ロ
ー
マ
神
話
に
つ
い
て
の
詳
細
な

研
究
に
基
づ
い
て
い
る
。
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
『
愛
の
歌
』
の

マ
ー
ロ
ウ
訳
は
彼
の
死
後
一
五
九
六
年
に
出
版
さ
れ
た
が
、
そ

の
翻
訳
は
大
学
在
学
中
に
始
め
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
し
て
こ
の

オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
二
作
に
つ
い
て
の
知
識
が
、『
ヒ
ア
ロ
ウ

と
リ
ア
ン
ダ
ー
』
を
生
み
出
す
基
礎
に
な
っ
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
。

マ
ー
ロ
ウ
は
、
一
五
八
七
年
ま
で
に
は
、
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ

を
離
れ
ロ
ン
ド
ン
に
出
て
演
劇
界
に
身
を
投
じ
、
主
と
し
て

ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
伯
爵
一
座
の
た
め
に
執
筆
し
た
。
そ
の
わ
ず

か
数
年
の
間
に
、『
タ
ン
バ
レ
イ
ン
大
王
』（Tam

burlaine the 
G

reat, Part I. Part II, 

一
五
八
七-

八
八
）、『
フ
ォ
ー
ス
タ
ス
博

士
』( D

octor Faustus, 

一
五
八
八)

、『
マ
ル
タ
島
の
ユ
ダ
ヤ
人
』 

( The Jew
 of M

alta
, 

一
五
九
〇) 

、『
エ
ド
ワ
ー
ド
二
世
』（Edw

ard 
II, 

一
五
九
二
）
な
ど
の
詩
劇
の
傑
作
を
矢
継
ぎ
早
に
上
演
し
た
。

こ
れ
ら
の
劇
で
、
彼
は
雄
渾
な
ブ
ラ
ン
ク
・
ヴ
ァ
ー
ス (b

lan
k 

verse) 

を
用
い
、
英
国
の
演
劇
界
に
最
初
の
本
格
的
悲
劇
を
も

た
ら
し
た
。
そ
し
て
、タ
ン
バ
レ
イ
ン
大
王
は
無
限
の
征
服
欲
、

フ
ォ
ー
ス
タ
ス
博
士
は
無
限
の
知
識
欲
、
そ
し
て
マ
ル
タ
島
の

ユ
ダ
ヤ
人
バ
ラ
バ
ス
は
無
限
の
物
欲
を
象
徴
す
る
人
物
と
し
て

描
か
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
活
力
に
溢
れ
た
ル
ネ
サ
ン
ス
的
人
間
を
表

し
て
い
る
と
い
え
る
。『
エ
ド
ワ
ー
ド
二
世
』
は
、
王
の
廃
位

と
臣
下
の
マ
キ
ャ
ベ
リ
ズ
ム
な
ど
を
描
き
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア

の
『
リ
チ
ャ
ー
ド
二
世
』
と
の
関
連
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
。

彼
は
、
劇
作
品
の
ほ
か
に
、
詩
作
品
と
し
て
、“

C
o
m

e live 

w
ith

 m
e an

d
 b

e m
y lo

ve”
 

で
始
ま
る
「
羊
飼
い
が
恋
人
に
寄

せ
る
熱
い
思
い
」( Passionate Shepherd to his Love) 

と
題
す

る
牧
歌
の
逸
品
を
残
し
、
ま
た
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
風
ロ
マ
ン
ス

『
ヒ
ア
ロ
ウ
と
リ
ア
ン
ダ
ー
』
を
書
い
た
が
、
こ
の
詩
集
は
一

(61)
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般
に
、
一
六
世
紀
に
お
け
る
最
も
素
晴
ら
し
い
抒
情
詩
の
ひ
と

つ
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

ロ
ン
ド
ン
で
過
ご
し
た
劇
作
家
と
し
て
の
二
九
歳
と
い
う
短

い
生
涯
に
お
い
て
、
彼
は
放
埓
な
生
活
を
送
り
、
無
神
論
者
の

疑
い
を
か
け
ら
れ
た
り
し
た
。
ま
た
大
学
時
代
か
ら
す
で
に
あ

る
国
事
に
関
係
し
、
政
府
の
ス
パ
イ
を
勤
め
た
と
も
い
わ
れ
、

そ
れ
が
基
で
、
一
五
九
三
年
五
月
三
〇
日
、
ロ
ン
ド
ン
郊
外
の

デ
ト
フ
ォ
ー
ド (D

ep
tfo

rd
) 

の
酒
場
で
、
勘
定
を
巡
る
争
い
に

見
せ
か
け
て
の
刃
傷
沙
汰
に
及
び
、刺
殺
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
。

『
ヒ
ア
ロ
ウ
と
リ
ア
ン
ダ
ー
』
は
、
ギ
リ
シ
ャ
伝
説
で
名
高
い

二
人
の
恋
人
を
題
材
に
し
て
い
る
。
美
女
ヒ
ア
ロ
ウ
は
セ
ス
ト

ス
の
町
に
あ
る
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
を
祀
る
神
社
に
仕
え
る
巫
女
で
あ

る
が
、
祭
礼
の
日
に
セ
ス
ト
ス
の
対
岸
に
あ
る
ア
ビ
ュ
ド
ス
の

町
の
美
し
い
若
者
リ
ア
ン
ダ
ー
の
目
に
と
ま
り
、
二
人
は
互
い

に
愛
し
合
う
よ
う
に
な
る
。
リ
ア
ン
ダ
ー
は
ヒ
ア
ロ
ウ
と
密
会

す
る
た
め
に
、
夜
、
彼
女
が
彼
女
の
住
む
塔
か
ら
か
ざ
す
灯
火

を
頼
り
に
、
ヘ
レ
ス
ポ
ン
ト
（
ダ
ー
ダ
ネ
ル
ス
海
峡
）
の
海
を

泳
い
で
渡
っ
て
行
っ
た
。
あ
る
嵐
の
夜
、
ヒ
ア
ロ
ウ
が
か
ざ
す

灯
火
が
消
え
た
た
め
に
、
リ
ア
ン
ダ
ー
は
溺
死
す
る
。
そ
し
て

そ
の
死
体
を
見
て
、
ヒ
ア
ロ
ウ
自
身
も
ま
た
絶
望
の
余
り
身
を

投
げ
て
命
を
絶
つ
と
い
う
物
語
で
あ
る
。    

こ
の
物
語
は
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
の
『
女
人
鑑
』( H

eroides) 

や
ム
サ
イ
オ
ス (M

u
seu

s 

五
世
紀) 

の
『
ヘ
ー
ロ
ー
と
レ
ア
ン

ド
ロ
ス
』
に
書
き
留
め
ら
れ
、
マ
ー
ロ
ウ
の
作
品
は
そ
れ
ら
を

典
拠
に
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
、
マ
ー
ロ
ウ
の
こ
の

詩
篇
は
未
完
で
、
取
り
扱
っ
て
い
る
の
は
物
語
の
途
中
ま
で
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
神
社
の
祭
礼
の
日
に
、
二
人
が

出
遭
い
、
恋
に
落
ち
、
い
っ
た
ん
別
れ
る
が
、
そ
の
夜
リ
ア
ン

ダ
ー
が
ヒ
ア
ロ
ウ
の
後
を
追
っ
て
彼
女
の
塔
を
訪
れ
、
一
夜
を

共
に
し
て
愛
の
誓
約
を
交
わ
し
て
分
か
れ
る
。
次
の
日
、
ヒ
ア

ロ
ウ
恋
し
さ
の
余
り
、
リ
ア
ン
ダ
ー
は
裸
に
な
っ
て
海
峡
を
泳

い
で
わ
た
り
、
彼
女
の
塔
に
た
ど
り
着
き
、
寝
室
に
し
の
び
こ

ん
で
愛
の
契
り
を
行
う
が
、
や
が
て
暁
の
光
が
差
し
て
く
る
、

と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
で
あ
る
（
八
一
八
行
で
終
わ
っ
て
い
る
）。

そ
れ
以
後
は
チ
ャ
プ
マ
ン (G

eo
rge C

h
ap

m
an

, 

一
五
五
九
？-

一
六
三
四
？) 

が
引
き
継
い
で
完
成
し
、
一
五
九
八
年
に
出
版

さ
れ
て
い
る
。
マ
ー
ロ
ウ
の
詩
を
「
第
一
の
歌
」(T

h
e F

irst 

S
estiad

) 

と
「
第
二
の
歌
」(T

h
e S

eco
n
d
 S

estiad
) 

と
に
分
か

ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
冒
頭
に
要
旨
を
つ
け
て
い
る
の
は
チ
ャ
プ
マ

ン
で
あ
る
。
チ
ャ
ッ
プ
マ
ン
は
「
第
三
の
歌
」
以
下
「
第
六
の

歌
」
ま
で
計
一
、五
〇
〇
行
余
り
を
書
き
加
え
て
こ
れ
を
完
成

さ
せ
た
。

(62)
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と
こ
ろ
で
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
風
ロ
マ
ン
ス
で
重
要
な
こ
と

は
、
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
性
で
は
な
い
。『
ヒ
ア
ロ
ウ
と
リ
ア
ン

ダ
ー
』
の
筋
の
運
び
は
し
ば
し
ば
遅
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
そ

の
間
、
詩
人
が
華
麗
な
文
体
や
奇
抜
な
着
想
で
、
長
々
と
描
写

の
喜
び
に
耽
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
読
者
も
そ
の
描
写
に
息

を
の
む
想
い
で
惹
き
付
け
ら
れ
、
し
ば
し
ば
物
語
の
進
行
を
忘

れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
例
え
ば
、
冒
頭
に
お
い
て
、
美
し
い
ヒ
ア

ロ
ウ
が
通
る
と
き
、
そ
の
息
の
香
し
さ
に
蜜
蜂
た
ち
が
そ
こ
に

あ
り
も
せ
ぬ
蜜
を
求
め
た
（
二
一
〜
二
三
行
）
と
か
、
美
青
年
リ

ア
ン
ダ
ー
に
つ
い
て
は
、
月
の
女
神
の
シ
ン
シ
ア
が
彼
の
両
腕

が
自
分
の
軌
道
で
あ
れ
ば
と
願
っ
た
（
五
九
行
）
な
ど
の
、
両
人

の
美
し
さ
に
つ
い
て
奇
想
を
交
え
な
が
ら
の
華
麗
な
描
写
が

八
〇
行
余
り
も
続
い
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
身
体
的
美
し
さ
の
描
写
を
さ
ら
に
精
彩
あ
ら
し

め
て
い
る
の
は
、
神
話
の
世
界
の
神
々
が
地
上
の
世
界
に
呼
び

出
さ
れ
、
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
祭
礼
の
日
に
は
セ

ス
ト
ス
の
町
は
、
集
ま
っ
た
美
女
た
ち
で
照
り
輝
き
、
今
一
人

の
フ
ェ
イ
ア
ト
ン
が
太
陽
神
の
豪
華
な
馬
車
を
操
り
近
づ
い
た

か
の
よ
う
に
思
え
た
（
九
九
〜
一
〇
一
行
）
と
歌
わ
れ
、
ま
た
、
ヒ

ア
ロ
ウ
の
美
貌
に
つ
い
て
は
、
玲
瓏
た
る
月
の
女
神
が
潮
の
満

ち
引
き
を
支
配
す
る
力
も
ヒ
ア
ロ
ウ
の
麗
姿
が
見
る
人
を
惹
き

付
け
る
力
に
は
及
ば
な
か
っ
た
（
一
〇
六
〜
一
一
一
行
）
な
ど
と
賞

賛
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
神
話
の
世
界
へ
の
言
及
は
、
単
に
地

上
の
人
物
の
美
し
さ
を
称
揚
す
る
た
め
の
比
喩
に
留
ま
ら
な

い
。
神
々
が
直
接
主
人
公
た
ち
の
言
動
に
介
入
す
る
こ
と
す
ら

あ
る
。
例
え
ば
、
リ
ア
ン
ダ
ー
の
長
い
委
曲
を
尽
く
し
た
巧
妙

な
口
説
き
に
屈
し
た
ヒ
ア
ロ
ウ
が
、
つ
い
に
「
私
の
塔
に
お
越

し
く
だ
さ
い
」
と
口
を
滑
ら
し
た
の
ち
、
す
ぐ
に
そ
の
は
し
た

な
さ
を
反
省
し
、
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
方
に
両
手
を
差
し
上
げ
再
び

無
垢
の
純
潔
を
誓
う
。
そ
の
と
き
、
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
が
そ
の
翼

で
彼
女
の
祈
り
を
叩
き
落
と
し
、
彼
女
の
誓
い
の
言
葉
を
虚
空

の
彼
方
に
放
り
投
げ
、彼
女
の
誓
い
を
無
効
に
す
る（
三
六
八
行
）。

ま
た
、
リ
ア
ン
ダ
ー
が
次
の
日
ヒ
ア
ロ
ウ
逢
い
た
さ
に
海
に
飛

び
こ
み
泳
ぎ
始
め
る
と
、
海
神
ネ
プ
チ
ュ
ー
ン
が
彼
を
天
か
ら

逃
げ
て
き
た
ギ
ャ
ニ
ミ
ー
ド
と
勘
違
い
し
て
、
欲
情
を
昂
ぶ
ら

せ
て
襲
い
か
か
り
、
彼
を
海
の
底
に
引
き
ず
り
込
む
。
し
か

し
、
間
違
い
に
気
づ
く
と
、
リ
ア
ン
ダ
ー
を
海
面
に
も
ち
あ
げ

三
又
の
矛
で
荒
波
を
打
ち
静
め
、
自
分
は
水
の
中
か
ら
リ
ア
ン

ダ
ー
の
美
し
い
胸
や
太
股
や
四
肢
を
覗
き
見
た
り
す
る
（
一
五
五

〜
八
九
行
）。こ
れ
ら
の
神
々
の
物
語
へ
の
参
加
・
介
入
に
よ
っ
て
、

こ
の
詩
篇
が
極
め
て
興
味
深
い
ロ
マ
ン
ス
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い

(63)
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る
と
い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
手
法
は
、当
然
主
人
公
た
ち
の
言
動
を
異
化
し
、

処
々
で
放
た
れ
る
皮
肉
や
冷
笑
の
口
調
と
相
俟
っ
て
、
物
語
を

喜
劇
的
な
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
の
範
囲
に
お
い
て
、
我
々
は

多
大
の
興
味
を
も
っ
て
マ
ー
ロ
ウ
の
語
り
を
追
い
つ
づ
け
る
。

し
か
し
、
や
が
て
悲
劇
に
終
わ
る
主
人
公
た
ち
の
運
命
を
描
く

た
め
に
は
、
詩
人
は
い
ず
れ
そ
の
語
り
口
を
変
え
ざ
る
を
え
な

い
は
ず
で
あ
る
。
偶
然
に
も
、
そ
の
曲
が
り
角
に
お
い
て
、
詩

人
の
死
に
よ
っ
て
作
品
は
未
完
で
残
さ
れ
た
。
最
後
に
記
さ
れ

た“
D

esu
n
t n

o
n
n
u
lla”

 

と
い
う
言
葉
は
「
何
か
が
欠
け
て
い

る
、
歌
の
数
節
が
足
り
な
い
」
と
い
う
意
味
で
、
マ
ー
ロ
ウ
自

身
が
そ
の
よ
う
な
違
っ
た
語
り
口
の
必
要
を
感
じ
て
い
た
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
結
果
と
し
て
、
そ
の
よ
り
悲
劇

的
な
口
調
を
必
要
と
す
る
後
半
部
は
、
そ
れ
を
書
く
に
ふ
さ

わ
し
い
詩
人
、
チ
ャ
プ
マ
ン
が
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。

そ
の
事
情
に
つ
い
て
、「
主
題
が
よ
り
重
々
し
い
声
を
要
求
し

始
め
る
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
時
に
、
よ
り
重
々
し
い
声
が
引
き
継

ぐ
」
   19

と
評
し
た
Ｃ
・
Ｓ
・
ル
イ
ス
の
言
葉
は
、
け
だ
し
至
言

と
い
え
よ
う
。

本
詩
で
歌
わ
れ
た
最
高
の
名
言
と
し
て
、
他
の
ル
ネ
サ
ン
ス

詩
に
も
合
言
葉
的
に
頻
出
す
る
一
行
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

W
h
o
 ever lo

ved
, th

at lo
ved

 n
o
t at first sigh

t?
  (

一
七
六
行)

今
ま
で
恋
を
し
た
者
で
、
一
目
惚
れ
で
な
か
っ
た
例
が
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
非
常
に
有
名
な
一
行
と
し
て
、
独
り
立
ち
し
て
用
い
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
作
『
お
気

に
召
す
ま
ま
』
（
三
幕
五
場
八
一
〜
二
行
）
に
は
、
男
装
し
た
ロ
ザ

リ
ン
ド
を
一
目
で
愛
し
た
フ
ィ
ー
ビ
ー
が
言
う
台
詞
「
死
ん
だ

羊
飼
さ
ん
、
や
っ
と
分
か
っ
た
わ
、
あ
ん
た
の
言
葉
が
、
〈
今

ま
で
恋
を
し
た
者
で
、
一
目
惚
れ
で
な
か
っ
た
例
が
あ
ろ
う

か
〉
っ
て
こ
と
が
」
が
あ
る
。
し
か
し
、
あ
ま
り
に
人
口
に
膾

炙
し
た
こ
の
一
行
に
反
撥
す
る
詩
人
た
ち
も
い
た
。
例
え
ば
、

ス
ペ
ン
サ
ー
は
「
美
へ
の
賛
歌
」
（
二
〇
九
〜
一
〇
行
）
で
、
「
愛

と
い
う
も
の
は
、
一
目
見
て
す
ぐ
に
燃
え
上
が
る
よ
う
な
、
そ

れ
ほ
ど
軽
々
し
い
も
の
で
は
な
い
」
と
歌
っ
て
い
る
し
、
シ
ド

ニ
ー
も
ま
た
、
『
ア
ス
ト
ロ
フ
ィ
ル
と
ス
テ
ラ
』
二
番
で
、

「
私
の
生
き
る
限
り
血
を
流
し
続
け
る
で
あ
ろ
う
傷
を
、
愛
が

私
に
負
わ
せ
た
の
は
、
最
初
の
一
目
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
出

鱈
目
な
弓
の
一
矢
に
よ
る
の
で
も
な
い
。
自
ら
認
め
た
そ
の
価

値
が
、
時
間
の
坑
道
を
通
っ
て
侵
攻
を
計
り
、
次
第
に
私
の
心

を
捉
え
、
つ
い
に
完
全
な
征
服
を
遂
げ
た
の
だ
」
と
打
ち
明
け

(64)
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て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
ス
ペ
ン
サ
ー
と
シ
ド
ニ
ー
は
、
己
の
詩

集
の
独
自
性
を
主
張
す
べ
く
、
ダ
ン
テ
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
以
来
の

一
目
惚
れ
の
伝
統
に
異
を
唱
え
た
の
で
あ
る
。

三　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
に
つ
い
て

当
時
の
大
半
の
連
作
恋
愛
ソ
ネ
ッ
ト
詩
集
に
比
べ
て
、
少
し

流
行
遅
れ
で
出
版
さ
れ
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』

（
一
六
〇
九
）
   20

は
、
他
の
恋
愛
ソ
ネ
ッ
ト
連
作
詩
集
と
は
全
く

毛
色
の
違
っ
た
作
品
に
仕
上
げ
ら
れ
て
い
る
。何
は
と
も
あ
れ
、

登
場
人
物
で
語
り
手
の
詩
人
は
、
そ
れ
が
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
本

人
と
ど
の
程
度
重
な
る
の
か
ど
う
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
美

貌
の
貴
公
子
に
向
か
っ
て
、
そ
し
て
後
半
で
は
「
黒
髪
夫
人

“
d
ark lad

y”

」
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
愛
を
歌
い
上
げ

て
い
る
の
で
あ
る
。
全
部
で
一
五
四
篇
か
ら
成
る
『
ソ
ネ
ッ
ト

集
』
の
最
初
の
一
七
篇
で
、
詩
人
は
貴
公
子
に
対
し
て
結
婚
し

て
子
供
を
も
う
け
る
こ
と
で
そ
の
美
を
残
す
こ
と
を
勧
め
て
い

る
。
一
八
番
で
は
、
詩
に
歌
わ
れ
る
こ
と
で
貴
公
子
の
美
は
永

遠
化
さ
れ
る
こ
と
へ
と
主
題
が
転
化
し
、
こ
の
主
題
は
貪
欲
に

全
て
を
貪
り
喰
ら
お
う
と
す
る
「
時
の
老
人
」
へ
と
対
抗
手
段

と
し
て
他
の
ソ
ネ
ッ
ト
へ
継
承
さ
れ
る
。
二
〇
番
で
は
、
愛
す

る
貴
公
子
を
「
自
然
が
自
ら
の
手
で
描
き
上
げ
た
女
の
顔
を
持

つ
／
わ
が
情
熱
の
支
配
者
よ
」
と
、「
男
女
」
に
準
え
て
歌
う
。

貴
公
子
は
女
と
し
て
造
り
始
め
ら
れ
た
が
、
そ
の
過
程
で
製
作

者
で
あ
る
自
然
の
女
神
が
恋
に
落
ち
て
し
ま
い
、「
余
計
な
物
」、

男
の
詩
人
に
と
っ
て
は
「
ゼ
ロ
で
し
か
な
い
無
益
な
一
物
を

く
っ
付
け
て
／
き
み
を
わ
た
し
か
ら
奪
い
取
っ
た
。
／
女
神
は

女
の
楽
し
み
の
た
め
に
き
み
を
男
に
選
ん
だ
の
だ
か
ら
、
／
き

み
の
愛
情
は
わ
た
し
の
も
の
、き
み
の
愛
の
営
み
が
女
の
宝
だ
」

と
、こ
の
詩
集
の
特
徴
と
な
る
「
性
的
な
事
柄
」
に
言
及
す
る
。

『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
最
大
の
特
徴
は
、
詩
人
と
貴
公
子
と
「
黒

髪
婦
人
」
と
の
ド
ロ
ド
ロ
と
し
た
三
角
関
係
を
生
々
し
く
歌
っ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
散
々
辛
酸
を
舐
め
さ
せ
ら
れ
た

詩
人
は
「
真
実
の
愛
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
」
を
、
次
の
よ
う

に
一
見
し
て
高
ら
か
に
歌
う
。

L
et m

e n
o
t to

 th
e m

arriage o
f tru

e m
in

d
s

A
d
m

it im
p
ed

im
en

ts; lo
ve is n

o
t lo

ve

W
h
ich

 alters w
h
en

 it alteratio
n
 fin

d
s,

O
r b

en
d
s w

ith
 th

e rem
o
ver to

 rem
o
ve.

O
 n

o
, it is an

 ever-
fixed

 m
ark,

T
h
at lo

o
ks o

n
 tem

p
ests an

d
 is n

ever sh
aken

;
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It is th

e star to
 every w

an
d
'rin

g b
ark,

W
h
o
se w

o
rth

's u
n
kn

o
w
n
, alth

o
u
gh

 h
is h

eigh
t b

e taken
.

L
o
ve's n

o
t T

im
e's fo

o
l, th

o
u
gh

 ro
sy lip

s an
d
 ch

eeks

W
ith

in
 h

is b
en

d
in

g sickle's co
m

p
ass co

m
e;

L
o
ve alters n

o
t w

ith
 h

is b
rief h

o
u
rs an

d
 w

eeks,

B
u
t b

ears it o
u
t even

 to
 th

e ed
ge o

f d
o
o
m

.

If th
is b

e erro
r an

d
 u

p
o
n
 m

e p
ro

ved
,

I n
ever w

rit, n
o
r n

o
 m

an
 ever lo

ved
.

（
一
一
六
番
）　

真
心
と
真
心
同
士
の
結
婚
に
、
異
議
申
し
立
て
な
ど

認
め
て
は
な
ら
な
い
。
事
情
の
変
化
に
応
じ
て

自
分
も
変
わ
り
、
相
手
が
心
を
移
せ
ば
、

自
分
も
心
を
移
す
、
そ
の
よ
う
な
愛
は
愛
で
は
な
い
。

そ
う
だ
、
愛
は
、
荒
れ
狂
う
嵐
が
襲
っ
て
も
、

決
し
て
揺
る
が
な
い
確
固
不
動
の
航
路
標
識
。

そ
れ
は
ま
た
、
さ
迷
う
小
船
を
導
く
北
極
星
、

そ
の
高
さ
を
測
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
価
値
は
測
り
し
れ
な
い
。

愛
は
「
時
」
の
道
化
で
は
な
い
、
た
と
え
バ
ラ
色
の
唇
や
頬
が

「
時
」
が
振
る
う
曲
が
り
鎌
の
届
く
と
こ
ろ
に
入
ろ
う
と
も
。

愛
は
、
刻
々
の
日
時
の
推
移
と
と
も
に
変
わ
る
も
の
で
な
く
、

最
後
の
審
判
の
日
ま
で
持
続
す
る
の
だ
。

も
し
こ
れ
が
誤
り
で
あ
り
、そ
れ
が
ぼ
く
に
お
い
て
立
証
さ
れ
る
な
ら
、

ぼ
く
は
何
も
書
か
な
か
っ
た
も
同
じ
。こ
の
世
に
愛
し
た
男
な
ど
い
な
い
。

　
　

こ
の
ソ
ネ
ッ
ト
は
語
り
手
で
あ
る
詩
人
の
本
心
を
堂
々
と
表

現
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
、

こ
こ
で
は
綺
麗
事
ば
か
り
を
並
べ
立
て
、
「
理
想
の
愛
の
あ

り
方
」
を
あ
ま
り
に
一
面
的
に
歌
い
過
ぎ
て
い
る
。
「
愛
の
理

想
」
を
理
念
的
・
観
念
的
に
歌
い
上
げ
る
の
は
、
ペ
ト
ラ
ル
カ

以
来
の
愛
の
伝
統
で
あ
り
、
こ
の
場
合
に
は
、
そ
の
伝
統
に
掉

さ
し
て
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
は
自
分
に
も
そ
の
手
の
歌
も
歌
え

る
と
ひ
け
ら
か
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
一
六
番
は
こ

の
『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
の
中
で
、
そ
し
て
順
番
と
し
て
こ
の
箇
所

に
置
か
れ
る
に
は
、
歌
の
内
容
的
に
浮
き
上
が
っ
て
い
る
よ
う

に
思
え
る
か
ら
だ
。
恋
愛
詩
の
伝
統
に
与
し
た
い
と
い
う
一
心

で
、
身
も
蓋
も
な
く
歌
わ
れ
た
詩
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

他
方
で
は
、
肉
欲
の
本
質
を
臆
面
も
な
く
歌
い
上
げ
て
い
る

詩
も
あ
る
。

T
h
'exp

en
se o

f sp
irit in

 a w
aste o

f sh
am

e

Is lu
st in

 actio
n
; an

d
 till actio

n
, lu

st

Is p
erju

red
, m

u
rd

'ro
u
s, b

lo
o
d
y, fu

ll o
f b

lam
e,

S
avage, extrem

e, ru
d
e, cru

el, n
o
t to

 tru
st;

(66)
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E
n
jo

yed
 n

o
 so

o
n
er b

u
t d

esp
ised

 straigh
t;

P
ast reaso

n
 h

u
n
ted

, an
d
 n

o
 so

o
n
er h

ad
,

P
ast reaso

n
 h

ated
 as a sw

allo
w
ed

 b
ait,

O
n
 p

u
rp

o
se laid

 to
 m

ake th
e taker m

ad
;

M
ad

 in
 p

u
rsu

it, an
d
 in

 p
o
ssessio

n
 so

,

H
ad

, h
avin

g, an
d
 in

 q
u
est to

 h
ave, extrem

e;

A
 b

liss in
 p

ro
o
f, an

d
 p

ro
ved

, a very w
o
e;

B
efo

re, a jo
y p

ro
p
o
sed

; b
eh

in
d
, a d

ream
.

A
ll th

is th
e w

o
rld

 w
ell kn

o
w
s, yet n

o
n
e kn

o
w
s w

ell

T
o
 sh

u
n
 th

e h
eaven

 th
at lead

s m
en

 to
 th

is h
ell.

（
一
二
九
番
）

恥
ず
べ
き
濫
費
に
よ
っ
て
、
精
力
を
費
や
す
こ
と
、

そ
れ
が
情
欲
の
実
行
で
あ
る
。
実
行
以
前
も
、
情
欲
は

欺
瞞
的
で
、
殺
人
的
で
、
血
な
ま
ぐ
さ
く
、
悪
意
に
満
ち
、

野
蛮
で
、
極
端
で
、
暴
力
的
で
、
惨
酷
で
、
信
頼
で
き
な
い
。

享
楽
す
る
や
い
な
や
、
直
ぐ
に
蔑
ま
れ
、

常
軌
を
逸
し
て
求
め
ら
れ
、
手
に
入
れ
る
や
い
な
や
、

常
軌
を
逸
し
て
憎
悪
さ
れ
る
。
人
を
狂
わ
せ
る
た
め
に

故
意
に
仕
掛
け
た
餌
を
飲
み
込
ん
だ
と
き
の
よ
う
に
。

追
い
求
め
る
と
き
も
狂
気
、
手
に
入
れ
た
と
き
も
狂
気
、

行
為
の
後
も
、
最
中
も
、
求
め
る
と
き
も
、
極
端
で
あ
る
。

経
験
中
は
至
福
だ
が
、
終
え
る
と
、
ま
さ
に
悲
哀
そ
の
も
の
。

実
行
の
前
は
、
予
期
さ
れ
た
喜
び
。
事
後
は
、
一
場
の
夢
。

世
の
人
々
は
こ
の
こ
と
を
よ
く
知
っ
て
い
る
。
だ
が
、
誰
も

こ
の
地
獄
に
導
く
天
国
を
避
け
る
す
べ
を
知
ら
な
い
。

詩
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
充
満
し
た
こ
の
詩
は
、
「
黒
髪
夫
人
」
に

対
す
る
己
の
、
あ
る
い
は
、
も
っ
と
一
般
的
に
、
男
の
女
に
対

す
る
自
ら
の
意
志
で
は
ど
う
に
も
出
来
な
い
激
し
い
肉
欲
へ
の

呪
詛
を
歌
っ
て
い
て
、
綺
麗
事
を
並
べ
た
他
の
宮
廷
詩
人
た
ち

の
求
愛
の
歌
に
は
、
た
と
え
欲
望
を
前
面
に
押
し
出
そ
う
と
し

た
シ
ド
ニ
ー
の
ソ
ネ
ッ
ト
集
に
で
さ
え
、
こ
れ
ほ
ど
凄
ま
じ
い

迫
力
に
満
ち
た
セ
ク
シ
ュ
ア
ル
な
内
容
は
、
決
し
て
見
ら
れ
な

い
も
の
だ
。
し
か
し
、
こ
の
歌
に
は
愛
の
裏
面
へ
の
詩
人
の
鋭

い
洞
察
力
が
明
確
に
描
か
れ
て
い
て
、
情
欲
に
身
を
任
せ
れ

ば
、
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
分
か
っ
て
い
な
が
ら
、
ど
う

に
も
な
ら
な
い
男
の
状
況
が
活
写
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
。　

ま
た
、
次
の
詩
は
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
以
来
連
綿
と
し
て
多
用
さ

れ
て
来
た
伝
統
的“

b
lazo

n
”

の
詩
的
技
法
を
か
ら
か
っ
て
、

し
か
し
、
詩
人
の
本
当
の
気
持
ち
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
だ
。

M
y m

istress' eyes are n
o
th

in
g like th

e su
n
;

(67)
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C

o
ral is far m

o
re red

 th
an

 h
er lip

s' red
;

If sn
o
w
 b

e w
h
ite, w

h
y th

en
 h

er b
reasts are d

u
n
;

If h
airs b

e w
ires, b

lack w
ires gro

w
 o

n
 h

er h
ead

;

I h
ave seen

 ro
ses d

am
asked

, red
 an

d
 w

h
ite,

B
u
t n

o
 su

ch
 ro

ses see I in
 h

er ch
eeks;

A
n
d
 in

 so
m

e p
erfu

m
es is th

ere m
o
re d

eligh
t

T
h
an

 in
 th

e b
reath

 th
at fro

m
 m

y m
istress reeks.

I lo
ve to

 h
ear h

er sp
eak, yet w

ell I kn
o
w

T
h
at m

u
sic h

ath
 a far m

o
re p

leasin
g so

u
n
d
;

I gran
t I n

ever saw
 a go

d
d
ess go

;

M
y m

istress w
h
en

 sh
e w

alks tread
s o

n
 th

e gro
u
n
d
.

A
n
d
 yet, b

y h
eaven

, I th
in

k m
y lo

ve as rare

A
s an

y sh
e b

elied
 w

ith
 false co

m
p
are.

（
一
三
〇
番
）    　
　

ぼ
く
の
恋
人
の
眼
は
、
少
し
も
太
陽
の
よ
う
で
は
な
い
。

珊
瑚
の
ほ
う
が
、
彼
女
の
唇
よ
り
も
は
る
か
に
赤
い
。

雪
が
白
い
と
す
れ
ば
、
彼
女
の
胸
は
ま
あ
浅
黒
い
と
言
お
う
か
。

髪
が
針
金
で
あ
る
な
ら
、彼
女
の
頭
に
は
黒
い
針
金
が
生
え
て
い
る
。

赤
と
白
と
の
ダ
マ
ス
ク
色
の
薔
薇
を
見
た
こ
と
が
あ
る
が
、

彼
女
の
顔
に
は
そ
ん
な
薔
薇
は
見
当
た
ら
な
い
。

ま
た
、
香
水
に
よ
っ
て
は
、
ぼ
く
の
恋
人
か
ら

漏
れ
出
る
息
よ
り
も
、
も
っ
と
喜
び
を
与
え
る
香
り
が
あ
る
。

彼
女
が
話
す
の
を
聞
く
の
は
好
き
だ
が
、

音
楽
の
ほ
う
が
、
は
る
か
に
快
い
音
を
も
つ
の
は
知
れ
た
こ
と
。

ぼ
く
は
女
神
が
歩
く
の
を
見
た
こ
と
は
な
い
が
、

ぼ
く
の
恋
人
は
、
歩
く
と
き
、
地
面
の
上
を
踏
ん
で
歩
く
。

だ
が
そ
れ
で
も
、
神
か
け
て
、
ぼ
く
は
思
う
、
ぼ
く
の
恋
人
は

偽
り
の
比
喩
で
描
か
れ
た
ど
ん
な
女
よ
り
も
す
ば
ら
し
い
と
。

こ
の
歌
に
先
ん
じ
て
、
同
趣
旨
の
歌
を
シ
ド
ニ
ー
は
、
ア
ル
カ

デ
ィ
ア
国
の
パ
メ
ラ
姫
の
お
守
役
を
務
め
る
モ
プ
サ
嬢
を
か
ら

か
う
戯
れ
歌
   21

と
し
て
『
ニ
ュ
ー
・
ア
ー
ケ
イ
デ
ィ
ア
』
の
本

体
に
挿
入
し
、
伝
統
的
ブ
レ
イ
ズ
ン
の
技
法
を
逆
手
に
取
り
、

「
反
対
賛
歌
」
を
次
の
よ
う
に
歌
っ
て
い
る
。

い
か
な
る
長
さ
の
韻
律
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
麗
し
き
モ
プ
サ
嬢
の

徳
を
表
わ
す
こ
と
が
で
き
よ
う
か
。

モ
プ
サ
嬢
の
徳
は
奇
妙
奇
天
烈
、
そ
の
美
し
さ
に
は
想
像
の
翼
も

駈
け
昇
れ
ぬ
。

か
く
も
厳
し
き
重
荷
を
負
わ
さ
れ
て
、
我
が
歌
神
、
歌
う
務
め
か

ら
逃
れ
ら
れ
ま
い
。

神
々
の
御
加
護
を
！　

さ
す
れ
ば
、
貴
重
な
る
モ
ノ
に
譬
え
て
彼

女
の
姿
を
形
容
で
き
る
に
相
違
な
い
。

(68)
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偉
大
な
る
神
サ
テ
ュ
ル
ヌ
ス
の
ご
と
く
純
白
，
麗
し
の
ウ
ェ
ヌ
ス

の
ご
と
く
貞
節

牧
神
パ
ー
ン
の
ご
と
く
滑
ら
か
な
る
肌
、
ジ
ュ
ー
ノ
の
ご
と
く
温

厚
、
虹
の
女
神
イ
―
リ
ス
の
ご
と
く
不
動
。

キ
ュー
ピッ
ド
と
共
に
予
知
し
、鍛
冶
の
神
ヴ
ァ
ル
カ
ン
の
歩
き
っ
ぷ
り
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
全
て
の
贈
物
を
試
食
す
る
為
に
、
モ
モ
ス
の
御

上
品
さ
を
借
用
す
る
。

彼
女
の
額
は
ジ
ャ
シ
ン
ス
、
頬
は
オ
パ
ー
ル
色
。

煌
め
く
眼
は
パ
ー
ル
で
飾
ら
れ
、唇
は
サ
フ
ァ
イ
ア
の
よ
う
に
薄
青
い
。

髪
は
カ
エ
ル
石
の
よ
う
で
、
そ
の
口
は
、
Ｏ
の
形
に
、
大
空
の
よ

う
に
大
き
く
開
く
。

彼
女
の
肌
は
磨
い
た
金
の
よ
う
で
、そ
の
手
は
原
石
の
銀
の
よ
う
。

見
え
な
い
あ
そ
こ
は
隠
し
て
お
く
の
が
一
番
だ
。

と
く
と
信
じ
込
み
、決
し
て
残
り
の
部
分
を
詮
索
せ
ぬ
者
に
、幸
あ
れ
。

こ
の
歌
の
中
で
モ
プ
サ
に
付
与
さ
れ
た
神
々
の
属
性
は
、
実

際
と
は
正
反
対
の
も
の
で
、
そ
こ
を
読
み
取
る
の
が
肝
要
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
サ
テ
ュ
ル
ヌ
ス
は
鉛
み
た
い
な
土
色
で
、

老
齢
の
た
め
腰
が
曲
が
っ
て
い
る
。
美
と
愛
の
女
神
ウ
ェ
ヌ
ス

（
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
）
は
淫
乱
で
売
笑
婦
の
保
護
者
、
パ
ー
ン
神
は

毛
む
く
じ
ゃ
ら
、
ジ
ュ
ー
ノ
は
権
高
で
口
喧
し
い
。
虹
イ
―
リ

ス
は
変
化
し
や
す
く
、
キ
ュ
ー
ピ
ッ
ド
は
盲
目
か
目
隠
し
を
さ

れ
て
い
て
、
ヴ
ァ
ル
カ
ン
は
足
が
不
自
由
で
、
モ
モ
ス
は
神
々

の
中
に
あ
っ
て
下
卑
た
道
化
者
と
い
う
の
が
、
本
当
の
属
性
な

の
で
あ
る
。
因
み
に
、
「
ジ
ャ
シ
ン
ス
」
は
赤
み
が
が
っ
た
オ

レ
ン
ジ
色
、
「
パ
ー
ル
」
は
眼
の
水
晶
体
の
上
の
く
す
ん
だ
混

濁
色
、
「
カ
エ
ル
石
」
は
蛙
の
頭
に
出
来
る
と
信
じ
ら
れ
、
中

央
に
緑
の
眼
を
持
つ
白
色
、
あ
る
い
は
、
褐
色
か
ら
黒
色
の
宝

石
で
、
金
の
腕
輪
な
ど
に
嵌
め
込
ま
れ
た
り
し
た
。
「
原
石
の

銀
」
は
黒
色
で
斑
に
銀
の
斑
点
が
あ
り
、
ざ
ら
ざ
ら
し
た
手
触

り
で
あ
る
。

し
か
し
、
主
人
公
の
一
人
ド
ロ
ス
（
テ
ッ
サ
リ
ア
国
の
王
子

ム
シ
ド
ロ
ス
が
愛
す
る
パ
メ
ラ
姫
に
近
づ
く
た
め
、
そ
し
て
パ

メ
ラ
姫
の
愛
を
得
る
た
め
に
、
変
装
し
た
羊
飼
い
）
は
、
パ
メ

ラ
姫
の
御
前
で
、
パ
メ
ラ
姫
に
擬
し
て
モ
プ
サ
に
対
し
て
愛
を

語
る
羽
目
に
な
る
の
で
あ
る
。
モ
プ
サ
は
、
ま
さ
に
、
パ
メ
ラ

姫
の
対
極
に
位
置
す
る
娘
と
し
て
、『
ア
ー
ケ
イ
デ
ィ
ア
』
の

物
語
の
中
で
彼
女
な
り
の
役
割
を
果
た
す
。

ま
た
他
方
で
は
、
主
人
公
の
一
人
で
あ
る
マ
ケ
ド
ニ
ア
国
の

ピ
ュ
ロ
ク
レ
ス
王
子
が
ア
マ
ゾ
ン
女
戦
士
ゼ
ル
メ
イ
ン
に
女
装

し
て
、
山
中
の
川
で
水
浴
び
を
し
て
遊
ぶ
愛
し
い
フ
ィ
ロ
ク
レ

ア
姫
の
裸
体
の
眩
し
い
ほ
ど
の
美
し
さ
を
、
髪
の
毛
か
ら
始
め

(69)
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て
姫
の
肉
体
の
前
面
を
下
へ
と
徐
々
に
下
り
、
爪
先
ま
で
行
く

と
今
度
は
踝
か
ら
背
面
を
上
へ
と
昇
っ
て
、
一
つ
一
つ
の
体
の

部
分
を
美
し
い
物
に
喩
え
て
、
非
常
に
き
め
細
か
く
、
一
五
〇

行
に
も
及
ぶ
ほ
ど
長
々
し
く
賛
美
す
る
歌
を
書
い
て
い
る
   22

。

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
も
ま
た
、
技
巧
的
修
辞
的
に
決
ま
り
切
っ

た
賛
辞
を
捧
げ
て
、
贋
物
の
言
葉
で
愛
す
る
女
性
の
美
の
品
々

を
褒
め
称
え
る
よ
り
は
、
正
直
な
言
葉
で
女
性
の
あ
り
の
ま
ま

の
姿
を
実
直
に
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
飾
ら
な
い
姿
の
生
身

の
女
を
あ
り
の
ま
ま
愛
す
る
と
い
う
の
だ
。
た
と
え
そ
の
女
が

他
の
男
性
と
同
衾
を
重
ね
、
詩
人
を
裏
切
る
こ
と
が
あ
ろ
う
と

も
、
詩
人
は
愛
さ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

に
、
理
性
で
は
ど
う
に
も
な
ら
な
い
、
切
羽
詰
っ
た
愛
こ
そ
、

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
に
と
っ
て
は
、
真
の
愛
の
姿
と
思
わ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
は
そ
の
大
半
が
若
い
パ
ト

ロ
ン
に
捧
げ
ら
れ
、
彼
へ
の
結
婚
の
勧
め
か
ら
始
ま
り
、
彼
と

詩
人
と
の
関
係
、
世
間
的
の
評
価
、
時
の
破
壊
力
、
詩
に
よ
る

永
遠
化
、
ラ
イ
バ
ル
詩
人
の
存
在
そ
の
他
を
話
題
に
し
て
歌
わ

れ
る
が
、
連
作
最
後
の
三
〇
篇
足
ら
ず
の
ソ
ネ
ッ
ト
で
は
、「
黒

髪
夫
人
」
と
「
若
い
パ
ト
ロ
ン
」
と
語
り
手
の
詩
人
と
の
三
角

関
係
を
巡
っ
て
、
ど
ろ
ど
ろ
し
た
性
的
な
テ
ー
マ
が
扱
わ
れ
、

「
生
」「
死
」「
エ
ク
ス
タ
シ
ー
」
の
三
角
形
の
観
点
か
ら
〈
肉

欲
の
深
遠
な
意
味
〉
が
探
ら
れ
る
。
実
は
、
こ
の
詩
集
こ
そ
、

真
の
意
味
で
愛
の
本
質
を
真
摯
に
問
お
う
と
し
て
い
る
と
言
っ

て
過
言
で
は
な
い
。 

1　

沓
掛
良
彦
訳
、
『
恋
愛
指
南
―
―
ア
ル
ス
・
ア
マ
ト
リ
ア
』
、
岩
波
書
店
、

二
〇
〇
八
年
、
「
解
説
」
を
参
照
。

2　

こ
れ
に
つ
い
て
は
、
新
倉
俊
一
、
「
愛
、
一
二
世
紀
の
発
明
」
及
び
「
司
祭

ア
ン
ド
レ
の
『
恋
愛
術
』
」
、
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
世
人
の
世
界
』
、
筑
摩
書
房
、

一
九
八
三
年
、
一
二
七
〜
七
五
頁
、
及
び
、
水
野
尚
、
『
恋
愛
の
誕
生
』
、
京
都

大
学
学
術
出
版
会
、
二
〇
〇
六
年
、
三
〜
六
三
頁
。

3　

野
島
秀
勝
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一
九
九
〇
年
を
参
照
。

4　

山
川
丙
三
郎
訳
、『
新
生
』、岩
波
文
庫
、岩
波
書
店
、（一九
四
八
）; 

二
〇
〇
八
。

5　

引
用
は
、
池
田
廉
訳
、
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
二
年
、
三
〇
四
頁
を

借
用
し
た
。

6　

訳
文
は
、
大
塚
定
徳
・
村
里
好
俊
訳
『
イ
ギ
リ
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
恋
愛
詩

集
』
（
大
阪
教
育
図
書
、
二
〇
〇
六
年
）
か
ら
。

7　

因
み
に
、
優
れ
た
脚
本
に
基
づ
く
有
名
な
映
画Shakespeare in Love

（
『
恋
に
落
ち
た
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
』
）
で
、
ヴ
ァ
イ
オ
ラ
扮
す
る
ト
マ
ス

に
向
っ
て
、
ウ
ィ
ル
が
ヴ
ァ
イ
オ
ラ
姫
へ
の
思
い
の
丈
を
、
お
決
ま
り
の

o
xym

o
ro

n

を
使
っ
て
打
ち
明
け
よ
う
と
す
る
が
、
ト
マ
ス=

ヴ
ァ
イ
オ
ラ
は
そ
の

よ
う
な
技
巧
的
な
愛
の
表
現
を
茶
化
し
て
、
本
当
の
気
持
ち
を
表
現
し
て
欲
し
い

と
望
む
場
面
が
あ
る
。

8　
W

. G
. In

gram
 &

 T
h
eo

d
o
re R

ed
p
ath

 ed
s. Shakespeare's Sonnets (U

n
iv. 

o
f L

o
n
d
o
n
 P

ress, 1
9
6
4
) 

に
拠
る
。
訳
文
は
、
田
村
一
郎
他
、
著
『
シ
ェ
イ
ク
ス

ピ
ア
の
ソ
ネ
ッ
ト
』
（
文
理
、
一
九
七
五
）
を
参
考
に
し
た
。

9　

A
lb

e
rt F

e
u
ille

ra
t e

d
., The Prose W

orks of Sir Philip Sidney III 

(70)
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(C

am
b
rid

ge U
n
iv. P

ress, 1
9
6
8
)

の
ペ
ー
ジ
数
に
よ
る
。
以
下
、
『
詩
の
擁
護
』

か
ら
の
引
用
は
、
全
て
こ
の
版
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
他
、F

o
rrest G

. R
o
b
in

so
n
 

ed
., An Apology for Poetry. N

ew
 Y

o
rk: T

h
e B

o
b
b
s-

M
errill C

o
m

p
an

y, 1
9
7
0
; 

K
ath

erin
e D

u
n
can

-
Jo

n
es &

 Jan
 V

an
 D

o
rsten

 ed
s., M

iscellaneous Prose 
of Sir Philip Sidney. O

xfo
rd

: A
t th

e
 C

lare
n
d
o
n
 P

re
ss, 1

9
7
3
; G

e
o
ffre

y 

S
h
ep

h
erd

 ed
., revised

 &
 exp

an
d
ed

 b
y R

. W
. M

aslen
. An Apology for Poetry 

or The D
efence of Poesy. M

an
ch

ester U
n
iv. P

ress, 2
0
0
2

を
参
照
し
た
。
訳
文

に
つ
い
て
は
、
冨
原
芳
彰
、
訳
注
『
詩
の
弁
護
』
（
研
究
社
、
一
九
六
八
）
を
参

考
に
し
た
。

10　

シ
ド
ニ
ー
の
詩
の
引
用
は
、W

illiam
 A

. R
in

gler, Jr. (ed
.), The Poem

s of 
Sir Philip Sidney (O

xfo
rd

: A
t th

e C
laren

d
o
n
 P

ress, 1
9
6
2
) 

に
拠
る
。
訳
文

は
、
大
塚
定
徳
・
村
里
好
俊
訳
、
『
シ
ド
ニ
ー
詩
文
集
』
、
近
刊
に
拠
る
。
以

下
、
同
じ
。

11　

K
en

n
eth

 M
u
ir, Sir Philip Sidney (L

o
n
gm

an
s G

reen
 &

 C
o
., 1

9
6
7
), p

. 

2
8
.12　

R
in

gler, p
. 4

5
8
. 

13　

連
作
中
、
ス
テ
ラ
に
直
接
呼
び
か
け
る
最
初
の
ソ
ネ
ッ
ト
は
三
〇
番
で
あ

る
。

14　

こ
の
修
辞
法
の
典
型
的
一
例
は
『
ス
ペ
イ
ン
の
悲
劇
』
（T

h
o
m

as K
y
d
, 

The Spanish Tragedy (1
5
8
7
 ?

) ed
. P

h
ilip

 E
d
w
ard

s, p
p
. 3

3
-
3
4

）
の
中
の
バ
ル

サ
ザ
ー
の
セ
リ
フ
に
見
ら
れ
る
。

F
irst in

 h
is h

an
d
 h

e b
ran

d
ish

ed
 a sw

ord
, 　

　
　
　
　

A
n
d
 w

ith that sw
ord

 h
e fiercely w

aged
 w

ar, 
A

n
d
 in that w

ar h
e gave m

e d
an

gero
u
s w

ounds, 
A

n
d
 by those w

ounds h
e fo

rced
 m

e to
 yield

, 

A
n
d
 by m

y yielding
 I b

ecam
e h

is slave.  

N
o
w
 in

 h
is m

o
u
th

 h
e carries pleasing w

ords, 
W

hich pleasing w
ords d

o
 h

arb
o
u
r sw

eet conceits, 

W
hich sw

eet conceits are lim
'd

 w
ith

 sly deceits, 
W

hich soy deceits sm
o
o
th

 Bel-im
peria

' s ears, 
And through her ears d

ive d
o
w
n
 in

to
 her heart, 

And in her heart set h
im

 w
h
ere I sh

o
u
ld

 stan
d
. (II. i. 1

1
9
-
1
2
9
) 

（
イ

タ
リ
ッ
ク
は
引
用
者
）                     　
　
　
　

（
ま
ず
あ
の
男
は
、
手
に
剣
を
ひ
ら
め
か
せ
た
。
／
そ
れ
か
ら
そ
の
剣

で
、
は
げ
し
く
戦
い
を
し
か
け
た
。
／
そ
れ
か
ら
そ
の
戦
い
で
、
私
に
ひ

ど
い
傷
を
負
わ
せ
た
。
／
そ
れ
か
ら
そ
の
傷
の
お
か
げ
で
、
私
は
や
む
な

く
あ
の
男
に
降
服
し
た
。
／
そ
れ
か
ら
そ
の
降
服
の
せ
い
で
、
私
は
あ
の

男
の
奴
隷
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
／
い
ま
あ
の
男
は
耳
に
こ
こ
ろ
よ
い
言

葉
を
吐
き
散
ら
し
、
／
そ
の
こ
こ
ろ
よ
い
言
葉
に
は
殺
し
文
句
が
い
っ
ぱ

い
で
、
／
そ
の
殺
し
文
句
に
は
悪
だ
く
み
が
し
か
け
て
あ
り
、
／
そ
の
悪

だ
く
み
は
ベ
ル
＝
イ
ン
ペ
リ
ア
の
耳
を
ま
ど
わ
せ
、
／
そ
し
て
そ
の
耳
か

ら
心
へ
と
も
ぐ
り
こ
み
、
／
そ
の
心
の
中
で
、
私
が
占
め
る
は
ず
の
地
位

を
、
あ
の
男
が
奪
っ
て
し
ま
う
の
だ
。
―
―
村
上
淑
郎
訳
）

15　

R
in

gler, p
. 4

5
9
.

16　

F
o
rrest G

. R
o
b
in

so
n
, The Shape of Things K

now
n
 (C

am
b
rid

ge, M
ass.: 

H
arvard

 U
n
iv. P

ress, 1
9
7
2
), p

. 1
7
3
.

17　

D
avid

 K
alsto

n
e, Sidney's Poetry (C

am
b
rid

ge, M
ass.: H

arvard
 U

n
iv. 

P
ress, 1

9
6
7
), p

. 1
2
6
.

18　

P
atric

k
 C

h
e
n
e
y
 &

 B
rian

 J. S
triar e

d
s., The C

om
plete Poem

s of 
C

hristopher M
arlow

e. O
xfo

rd
 U

n
iv. P

ress, 2
0
0
6
. 

を
定
本
と
す
る
。
日
本
語

訳
は
、
大
塚
定
徳
・
村
里
好
俊
訳
、
『
イ
ギ
リ
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
恋
愛
詩
集
』
、

大
阪
教
育
図
書
、
二
〇
〇
六
年
に
拠
る
。
ま
た
、
『
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
と
ア
ド
ゥ
ニ

ス
』
の
日
本
語
訳
に
関
し
て
は
、
大
塚
・
村
里
訳
『
新
訳
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
詩

集
』
、
大
阪
教
育
図
書
、
二
〇
一
一
年
を
参
照
。

19　

C
. S

. L
e
w

is, “
H

e
ro

 a
n
d
 L

e
a
n
d
e
r”

, Selected Literary E
ssays 

(C
am

b
rid

ge U
n
iv. P

ress, 1
9
6
9
), p

.6
2
.

(71)
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『
ソ
ネ
ッ
ト
集
』
に
つ
い
て
は
、K

a
th

e
rin

e
 
D

u
n
c
a
n
-
Jo

n
e
s
 
e
d
., 

Shakespeare's Sonnets. “
T

h
e A

rd
en

 3
rd

 S
h
akesp

eare”
. L

o
n
d
o
n
: T

h
o
m

as 

N
e
lso

n
 an

d
 S

o
n
s L

td
., 1

9
9
7

を
定
本
と
し
た
。
こ
の
他
、W

. G
. In

g
ram

 &
 

T
h
eo

d
o
re R

ed
p
ath

 ed
s. Shakespeare's Sonnets (U

n
iv. o

f L
o
n
d
o
n
 P

ress, 

1
9
6
4
); Jo

h
n
 K

errigan
 ed

., The Sonnets and A Lover's C
om

plaint. P
en

gu
in

 

B
o
o
ks, 1

9
8
6
; B

lakem
o
re E

van
s ed

., The Sonnets. “
T

h
e N

ew
 C

am
b
rid

ge 

S
h
akesp

eare”
. C

am
b
rid

ge U
n
iv. P

ress, 1
9
9
6
; H

elen
 V

en
d
ler ed

., The Arts 
of Shakespeare's Sonnets. H

arvard
 U

n
iv. P

ress, 1
9
9
7
; C

o
lin

 B
u
rro

w
 ed

., 

W
illiam

 Shakespeare: The C
om

plete Sonnets and Poem
s. “

O
xfo

rd
 W

o
rld

's 

C
lassics”

. O
xfo

rd
 U

n
iv. P

ress, 2
0
0
2

を
適
宜
参
照
し
た
。
日
本
語
訳
は
、
大

塚
・
村
里
訳
、
『
イ
ギ
リ
ス
・
ル
ネ
サ
ン
ス
恋
愛
詩
集
』
に
拠
る
。
『
ソ
ネ
ッ
ト

集
』
が
実
際
に
書
か
れ
た
の
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
一
部
は
、
ソ
ネ
ッ
ト
連
作
が

流
行
し
た
一
五
九
〇
年
代
後
半
だ
っ
た
ら
し
い
。
執
筆
と
出
版
の
経
緯
に
つ
い

て
、
ま
た
詩
人
が
愛
す
る
貴
公
子
、
そ
し
て
「
黒
髪
婦
人
」
が
だ
れ
な
の
か
に
つ

い
て
は
種
々
議
論
が
あ
る
が
、
通
説
で
は
、
サ
ウ
サ
ン
プ
ト
ン
伯
爵
で
あ
り
、
対

抗
馬
は
ペ
ン
ブ
ル
ッ
ク
伯
爵
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
関
し
て
は
、D

u
n
can

-
Jo

n
es, 

“
In

tro
d
u
ctio

n
”

, p
p
. 2

9
ff

に
詳
し
い
。

21　

村
里
好
俊
訳
解
、
『
ニ
ュ
ー
・
ア
ー
ケ
イ
デ
ィ
ア
』
第
一
巻
、
大
阪
教
育
図

書
、
一
九
八
九
年
、
一
〇
一
頁
を
参
照
。

22　

村
里
好
俊
訳
解
『
ニ
ュ
ー
・
ア
ー
ケ
イ
デ
ィ
ア
』
第
二
巻
、
大
阪
教
育
図

書
、
一
九
九
七
年
、
一
二
六
〜
三
三
頁
を
参
照
。

*

本
稿
の
マ
ー
ロ
ウ
に
関
す
る
叙
述
の
一
部
は
、
鹿
児
島
大
学
名
誉
教
授
大
塚
定

徳
氏
に
負
っ
て
い
る
。

*

本
稿
の
一
部
は
、
日
本
英
文
学
会
九
州
支
部
第
六
三
回
大
会
（
二
〇
一
〇
年
十

月
三
〇
日
、
於
、
九
州
大
学
文
学
部
）
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
ど
う
読
む
か
、
イ
ギ

リ
ス
恋
愛
詩
」
に
お
い
て
、
「
〈
恋
す
る
〉
ル
ネ
サ
ン
ス
詩
人
た
ち
―
―
反
ペ
ト

(72)

ラ
ル
カ
的
恋
愛
詩
を
読
む
」
と
題
し
て
発
表
さ
れ
た
。
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